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事例 5　豊橋市民病院
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研究活動の主な業績
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子
ど
も
と
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ア
ー
ト
　
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院 

芸
術
工
学
研
究
科 

教
授
　
鈴
木 

賢
一

　

医
療
技
術
や
生
命
科
学
の
進
歩
に
と
も

な
い
、
病
気
治
療
の
可
能
性
が
広
が
り
人

類
の
寿
命
は
確
実
に
延
長
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
治
療
を
支
え
る
病
院
は
、
機
能

性
と
効
率
性
を
高
め
、
徹
底
し
た
清
潔

管
理
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
病
院
内
部
は
人
工
的
な
材
料
に
覆
わ

医
療
福
祉
施
設
の
環
境
と
ケ
ア

心
身
の
不
調
や
不
安
を
抱
え
た
人
た
ち
が
、

よ
り
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
。

れ
、
自
然
の
色
彩
や
素
材
感
に
乏
し
い
空

間
と
な
り
が
ち
で
す
。
温
湿
度
は
エ
ア
コ

ン
で
一
定
に
保
た
れ
、
人
工
照
明
に
頼
る

閉
鎖
的
な
人
工
環
境
で
す
。
現
代
の
医
療

空
間
と
医
療
機
器
は
高
度
に
専
門
機
能
化

し
、
人
間
と
し
て
の
日
常
感
覚
か
ら
遠
ざ

か
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

健
康
な
人
間
で
さ
え
「
病
」
に
対
し
て

は
漠
た
る
不
安
を
感
じ
ま
す
。
ま
し
て
や

病
気
と
い
う
理
不
尽
な
ハ
ン
デ
ィ
を
抱
え

た
患
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
病
を
客
観
的

に
認
識
し
、
治
療
に
前
向
き
に
取
り
組
む

こ
と
は
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。

　

患
者
と
そ
の
家
族
は
「
治
療
の
た
め
に

は
我
慢
す
べ
き
」
と
い
う
心
理
状
態
に
お

か
れ
が
ち
で
、
緊
張
感
や
不
安
感
を
抱
え

な
が
ら
療
養
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
病
の
治
癒
と
引
き
換
え
に
、
療

養
の
長
期
化
あ
る
い
は
精
神
的
苦
痛
を
受

忍
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

　

病
院
だ
け
で
な
く
、
老
人
福
祉
、
障
害

者
福
祉
な
ど
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
施
設
で
過
ご

す
弱
者
の
皆
さ
ん
が
感
じ
る
ス
ト
レ
ス
を

軽
減
し
、
安
心
感
に
包
ま
れ
な
が
ら
前
向

き
な
気
持
ち
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
よ
り

快
適
な
環
境
作
り
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　

深
刻
な
病
気
と
そ
れ
に
伴
う
入
院
生
活

の
経
験
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
ど
の
よ
う

な
心
理
状
態
に
陥
る
か
、
大
人
が
推
測
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
人

と
子
ど
も
の
違
い
が
経
験
的
に
語
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
領
域
に
お

け
る
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ほ
と
ん
ど
な

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
小
児
患
者
が
成
人
と
大
き
く

異
な
る
点
は
、
子
ど
も
が
成
長
発
達
段
階

　

入
院
経
験
の
あ
る
方
な
ら
誰
で
も
、
病

室
の
窓
か
ら
見
え
る
風
景
が
ど
れ
ほ
ど
気

持
ち
を
癒
し
て
く
れ
る
か
を
知
っ
て
い
ま

す
。
病
室
を
離
れ
、
観
葉
植
物
の
あ
る
デ

イ
コ
ー
ナ
ー
で
く
つ
ろ
ぐ
の
も
い
い
気
晴

ら
し
に
な
り
ま
す
。

　

先
進
諸
国
の
子
ど
も
病
院
で
は
、
明
る

い
色
彩
、
遊
び
心
を
く
す
ぐ
る
カ
タ
チ
、

親
近
感
の
あ
る
素
材
を
積
極
的
に
採
用
し

て
い
ま
す
。
壁
面
全
体
を
覆
う
水
槽
、
天

井
に
広
が
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
星
空
、
ア

ト
リ
ウ
ム
の
巨
大
遊
具
な
ど
、
病
院
と
は

思
え
な
い
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
に
挑
戦
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
終
末
期
を
迎
え
た
お
年

寄
り
の
た
め
の
ホ
ス
ピ
ス
で
は
、
木
質
系

の
落
ち
着
い
た
イ
ン
テ
リ
ア
と
心
温
ま
る

さ
り
げ
な
い
ア
ー
ト
作
品
が
療
養
生
活
を

支
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
具
体
的
な
効
果
に
つ
い
て
の

認
識
が
十
分
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
支
援
体

制
も
不
十
分
な
た
め
積
極
的
に
採
用
す
る

事
例
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
ア
ー
ト
を
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
現
場

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
お
け
る
ア
ー
ト
の
「
ち
か
ら
」

患
者
さ
ん
だ
け
で
な
く
、

そ
の
家
族
や
医
療
関
係
者
に
も
効
果
的
。

に
い
ち
早
く
採
り
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

投
薬
量
の
削
減
や
入
院
期
間
の
短
縮
に
つ

な
が
る
と
い
う
医
学
的
デ
ー
タ
が
示
さ
れ

る
な
ど
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
お
け
る
ア
ー
ト

へ
の
理
解
が
浸
透
し
て
い
ま
す
。
ア
ー
ト

の
導
入
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
誘
発
し
た
り
、
病
院
内
の
雰
囲
気
を
和

ら
げ
る
な
ど
の
仕
掛
け
と
し
て
、
患
者
だ

け
で
な
く
、
付
き
添
い
の
家
族
や
医
療
ス

タ
ッ
フ
に
対
す
る
効
果
に
つ
い
て
も
期
待

さ
れ
ま
す
。
何
よ
り
も
、
ア
ー
ト
だ
か
ら

こ
そ
付
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
的
価

値
が
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
施
設
の
理
念
を
顕
在

化
し
、
関
係
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
誘
発
す
る
な
ど
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
職
能

に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
出
し
、

ひ
い
て
は
利
用
者
の
皆
さ
ん
へ
の
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

地
域
に
開
け
た
施
設
に

ア
ー
ト
が
手
段
と
な
り

互
い
に
支
え
合
う
関
係
を

　

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
関
わ
る
医
療
福
祉
施
設

は
、
地
域
住
民
が
安
心
し
て
生
活
す
る
た

め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
拠
点
で
す
。
家

庭
と
地
域
と
施
設
と
が
連
続
的
な
関
係
を

築
く
た
め
に
、
相
互
が
支
え
合
う
仕
組
み

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
施
設
は
利
用
者
の
み

で
な
く
、
地
域
に
対
し
て
情
報
を
開
示
し

大
き
く
門
戸
を
開
く
こ
と
で
、
外
部
の
知

恵
と
力
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ヘ
ル
ス
ケ
ア
施
設
と
地
域
の
関
係
づ
く

り
に
、
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ

る
こ
と
が
有
効
な
手
段
の
ひ
と
つ
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
単
に
空
間
の
印
象
や
雰
囲

気
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

医
療
福
祉
関
係
者
や
患
者
さ
ん
、
そ
の

ご
家
族
と
の
間
に
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
生
み
な
が
ら
、
患
者
や
医
者
を

好
み
や
個
性
の
あ
る
一
人
の
人
間
に
戻
す

仕
掛
け
に
も
な
り
う
る
の
で
す
。

　

病
院
を
示
す
英
語
の
ホ
ス
ピ
タ
ル

（hospital

）
は
、
そ
も
そ
も
客
人
を
温
か

く
迎
え
入
れ
る
「
も
て
な
し
」
を
意
味
す

る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
（hospitality

）
と

語
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
す
。
医
療
福

祉
施
設
が
そ
の
よ
う
な
も
て
な
し
の
場
で

あ
る
た
め
に
、
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
の
果

た
す
役
割
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

に
あ
る
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
治
療
プ

ロ
セ
ス
に
お
け
る
家
族
ぐ
る
み
の
サ
ポ
ー

ト
、「
遊
び
」
と
「
学
習
」
の
手
助
け
の

必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

人
的
な
サ
ポ
ー
ト
手
法
と
し
て
、
医
療

ス
タ
ッ
フ
の
ほ
か
、
病
棟
保
育
士
、
チ
ャ

イ
ル
ド
・
ラ
イ
フ
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
、

ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ク
ラ
ウ
ン
の
よ
う
に
医
療

ス
タ
ッ
フ
以
外
に
よ
る
支
援
の
効
果
も
認

識
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
以
上
に
物
理
的
な
療
養
環
境
そ
の

も
の
が
小
児
患
者
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
の
認
識
を
深
め
、
早
急
に
改
善
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
病
気
を
抱
え
た
子
ど
も
た

ち
の
療
養
環
境
は
け
っ
し
て
満
足
の
い
く

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
子
化
と
不
採

算
な
ど
の
理
由
か
ら
、
小
児
病
棟
を
有
す

る
総
合
病
院
は
２
割
以
下
で
あ
り
、
成
人

と
の
混
合
病
棟
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

本
来
子
ど
も
の
た
め
の
専
門
病
院
を
設
け
、

療
養
環
境
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
す
が
ま

だ
ま
だ
課
題
の
多
い
状
態
で
す
。

子
ど
も
の
療
養
環
境

家
族
ぐ
る
み
の
サ
ポ
ー
ト
と

遊
び
と
学
習
の
手
助
け
を

（左）Great Ormond Street Hospital For Children  手術前控え室廊下  （右）Royal London Hospital ヒーリングルーム
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96
年
に
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
名
古
屋

市
立
大
学
芸
術
工
学
部
に
赴
任
し
、
芸
術

と
工
学
の
融
合
し
た
新
し
い
学
問
分
野
で

の
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
ま
ず

は
そ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
学
校
施
設
の

建
築
計
画
研
究
を
基
礎
に
、
子
ど
も
の
生

活
環
境
創
造
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
挑
戦
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
翌
97
年
、
日
本
で
は
数
少
な
い

子
ど
も
専
門
病
院
で
あ
る
「
あ
い
ち
小
児

保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー
」
の
計
画
設
計

が
始
ま
り
、
そ
の
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に

加
わ
っ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
転
機
と
な
り

ま
し
た
。
小
児
医
療
の
現
場
に
お
け
る
生

活
環
境
を
多
様
な
専
門
職
と
議
論
す
る
中

で
、
ア
ー
ト
が
療
養
環
境
の
質
を
変
革
す

る
要
素
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
療

養
中
の
子
ど
も
こ
そ
、
遊
び
学
ぶ
自
由
を

得
る
こ
と
で
主
体
性
を
回
復
で
き
る
。
患

者
視
点
に
立
脚
し
た
生
活
環
境
構
築
の
可

能
性
に
、
大
き
な
期
待
を
持
つ
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

　

同
時
期
、
名
古
屋
大
学
附
属
病
院
の
小

児
病
棟
で
実
証
実
験
す
る
機
会
を
得
ま
し

た
。
小
児
の
療
養
生
活
を
知
り
尽
く
し
た

看
護
師
と
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
学
生
が
夢
の

小
児
病
棟
に
向
け
た
検
討
を
開
始
し
、
病

棟
全
体
を
動
物
の
住
む
村
と
見
立
て
る
構

想
を
組
み
立
て
ま
し
た
。
ナ
ー
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
村
役
場
、
病
室
を
森
の
動
物
の

住
ま
い
、
処
置
室
を
村
の
病
院
と
位
置

づ
け
、
病
室
入
り
口
に
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

で
家
の
屋
根
型
を
取
り
付
け
る
な
ど
の
装

飾
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ア
ー
ト
が
子

ど
も
た
ち
や
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
を
引
き
出

す
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

（
９
頁
参
照
）。

　

得
ら
れ
た
成
果
は
あ
い
ち
小
児
保
健
医

療
総
合
セ
ン
タ
ー
の
計
画
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
さ
れ
、
建
物
全
体
を
覆
う
街
路
の

よ
う
な
ア
ト
リ
ウ
ム
、
待
ち
時
間
を
和
ま

せ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
院
内
の
壁
面
に
描

か
れ
た
物
語
「
ど
ん
ぐ
り
く
ん
と
マ
ロ
ン

ち
ゃ
ん
」
な
ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア

が
実
現
し
ま
し
た
（
７
頁
参
照
）。

　

以
後
、
医
療
現
場
か
ら
ア
ー
ト
制
作
依

頼
が
継
続
的
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
つ
ど
学
生
希
望
者
を
募
り
、
ス
タ
ッ
フ

と
の
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
な
が
ら
デ
ザ

イ
ン
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
気
が
つ
け
ば
、

東
海
地
方
を
中
心
に
30
以
上
の
病
院
で
の

実
績
が
重
な
り
ま
し
た
。

　

学
生
た
ち
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
が
、
子
ど

も
の
療
養
環
境
の
改
善
に
こ
れ
ほ
ど
貢
献

で
き
る
と
は
予
想
外
で
し
た
。「
処
置
が

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
」「
泣
く
子
が
減
っ

た
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か

け
に
な
る
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

あ
る
病
院
で
は
、
入
退
院
を
繰
り
返
し
て

い
た
患
児
の
ひ
と
り
が
「
こ
の
病
院
だ
っ

た
ら
入
院
し
て
や
っ
て
も
い
い
」
と
、
付

き
添
い
の
母
親
を
喜
ば
せ
ま
し
た
。

　

当
初
、
入
院
経
験
の
な
い
学
生
た
ち
は
、

小
児
病
棟
で
の
子
ど
も
た
ち
の
閉
塞
的
な

生
活
を
目
の
当
た
り
に
し
て
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
よ
う
で
す
。
病
棟
が

日
常
風
景
で
あ
る
看
護
師
は
、
健
康
な
学

生
た
ち
の
驚
く
様
子
に
衝
撃
を
受
け
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
病
院
は
閉
ざ
さ
れ
た

特
殊
な
世
界
で
あ
っ
て
、
外
部
の
価
値
観
、

若
い
力
、
純
粋
な
視
線
が
環
境
改
善
の
突

破
口
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　

デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
学
生
に
と
っ
て
は
、

現
場
で
課
題
を
発
見
し
、
依
頼
主
の
意
向

を
受
け
実
現
可
能
な
提
案
内
容
が
問
わ
れ

ま
す
。
現
場
か
ら
の
厳
し
さ
と
手
応
え
の

あ
る
評
価
を
受
け
、
実
践
的
な
訓
練
の
場

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
医
療
ス
タ
ッ

フ
は
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
デ
ザ
イ
ン

で
療
養
環
境
が
大
き
く
向
上
す
る
こ
と
で
、

患
者
と
そ
の
家
族
、
ひ
い
て
は
ス
タ
ッ
フ

自
身
が
心
地
よ
く
働
け
る
場
が
得
ら
れ
る

と
い
う
実
感
を
得
て
い
ま
す
。
病
院
と
し

て
は
、
学
生
の
支
援
が
、
地
域
に
開
か
れ

た
病
院
と
し
て
の
ア
ピ
ー
ル
に
な
り
ま
す
。

　

芸
術
系
大
学
が
地
域
の
医
療
施
設
の
環

境
向
上
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
大
学
に
よ

る
地
域
貢
献
活
動
と
し
て
現
場
に
も
学
生

に
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
療
養
環
境

デ
ザ
イ
ン
に

関
わ
る
経
緯

学
生
参
加
の
意
義
と

地
域
に
開
く
病
院

あ
い
ち
小
児
保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー

A
ichi C

hildren's H
ealth and M

edical C
enter

２
０
０
１
年 

小
児
病
棟
・
小
児
外
科
病
棟
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
２
０
１
５
年 

救
急
棟
待
合
・
廊
下
／
ペ
イ
ン
ト
、
立
体

究
会
に
入
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
子
ど
も

の
気
持
ち
に
対
す
る
理
解
が
進
ん
だ
よ
う
に

思
い
ま
す
。
多
様
な
メ
ン
バ
ー
の
積
極
的
な

姿
勢
に
、
セ
ン
タ
ー
設
立
時
の
院
長
先
生
は

「
子
ど
も
こ
と
は
小
児
科
だ
け
が
考
え
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
が
、
思
い
違
い
だ
っ
た
」

と
驚
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

公
共
施
設
の
多
く
は
行
政
主
導
で
進
め
ら

れ
が
ち
で
す
が
、
こ
こ
で
は
異
な
る
分
野
の

人
た
ち
が
意
見
を
交
わ
す
こ
と
で
、
設
計
だ

け
で
な
く
病
院
運
営
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
に
も
、

新
し
い
試
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

02
年
に
は
研
究
会
を
母
体
と
し
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
子
ど
も
健
康
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
発
足
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
は
研
究
に
加
え
療
養
環
境
改
善
の

た
め
の
具
体
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

（左）周辺の雑木林を連想させる「どんぐりくんとマロンちゃん」の物語を施設全体のストーリーに
（右上）大型検査機器への不安感をアートで払拭する（右下）にぎやかな町をイメージしたアトリウム

Pick up

1

設計士
建築家

医師
看護師 デザイナー

病棟保育士
ChildLifeSpecialist

養護教諭

研究者
学生

子どもの
療養環境
研究会

　

私
た
ち
が
子
ど
も
に
や
さ
し
い
療
養
環
境

と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と

な
っ
た
病
院
で
す
。
設
計
の
準
備
段
階
の
97

年
に
発
足
し
た
「
子
ど
も
の
療
養
環
境
研
究

会
」
へ
学
生
を
連
れ
て
参
加
し
、
毎
月
、
終

電
ま
で
熱
い
議
論
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
し
て

学
生
た
ち
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
お
よ
び
施
工

の
一
部
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

通
常
、
病
院
を
設
計
す
る
と
き
に
は
、
医

療
ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
意
見
を
直
接
聞
く
機
会

は
意
外
と
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
医
療
者
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
設
計
者
の
ほ
か
、

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
フ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
い

う
小
児
患
者
や
家
族
を
支
え
る
専
門
家
が
研
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名
古
屋
大
学
医
学
部
附
属
病
院

N
agoya U

niversity H
ospital

２
０
０
０
年 

小
児
外
科
病
棟
・
小
児
病
棟
／
壁
面
立
体
・
平
面
装
飾

　

あ
い
ち
小
児
保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー
の

工
事
中
、
名
古
屋
大
学
医
学
部
附
属
病
院
の

小
児
外
科
病
棟
を
子
ど
も
目
線
で
飾
り
つ
け

る
機
会
を
得
ま
し
た
。

　

病
棟
全
体
を
「
森
の
中
の
村
」
と
見
立
て
、

ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
森
の
病
院
、
病
室

は
子
ど
も
の
お
家
と
す
る
物
語
を
つ
く
り
ま

し
た
。
現
状
復
帰
を
条
件
に
病
棟
の
廊
下
や

処
置
室
に
、
屋
根
型
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
や

野
菜
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
い
た
絵
を
仮
設

的
に
設
置
し
ま
し
た
。
す
る
と
子
ど
も
た
ち

が
予
想
以
上
に
喜
ん
で
く
れ
、
看
護
師
の
皆

さ
ん
か
ら
も
空
間
が
明
る
く
な
っ
た
と
驚
か

れ
ま
し
た
。
隣
の
小
児
病
棟
に
も
評
判
が
伝

わ
り
、
同
様
の
装
飾
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
「
好
き
な
と
こ
ろ
」、「
嫌

い
な
と
こ
ろ
」
を
事
前
に
調
査
し
た
上
で
、

学
生
た
ち
と
相
談
し
、
病
棟
全
体
を
村
や
町

に
見
立
て
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
や
、
季
節
感
の

あ
る
自
然
要
素
の
導
入
な
ど
を
決
め
ま
し
た

が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
後
の
取
り
組
み
に
も
通

じ
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

子どもたちへの事前調査で「嫌いなところ」にあがっていた処置室も、「トマト坊主」や「玉ねぎ婦人」
が壁や天井にならび、賑やかな空間に

町をイメージした小児外科病棟は、病室の入り口
にカッティングシートなどでお店のように

自然や季節を感じてもらえるよう、本物の木や竹
をゴシゴシと洗った後、廊下に飾った

Pick up

2
依頼主と依頼のタイミング
医師や看護師など医療関係者からの依頼がいちばん多く、
続いて設計やインテリアといった建設設計関係者、子ど
も支援のNPOの方からの依頼などがある。
施設の新築や改修の時に声をかけていただくことが多い。
建築工事で対応すべきことがらも多いため、設計初期か
ら関われることが望ましい。

学生参加
参加者は研究室の学生だけでなく、広く学部内で有志を
集めチームを結成。連絡調整やまとめ役のリーダーを決
めながら、授業の合間に準備を進め、現場作業は夏季休
暇などを利用して実施する。

現地視察、ヒアリング、調査
病院を訪問して関係者から要望をうかがうとともに、空
間の広さや壁の素材を確認し、デザインや使用する素材
の参考にする。必要に応じて利用者の行動調査や関連施
設の見学なども実施する。

デザイン検討
スケッチを重ね模型で確認しながら、チームでアイデア
を出し合い検討を進める。

プレゼンテーション
全体のコンセプトや具体的なデザイン案をまとめて提案。
ここで先方からの要望や意見を聞き調整をする。

プロジェクトの流れ

医療関係者・設計者などからの依頼

学生参加者の募集、チーム結成

振り返り、アフターケア

現場制作

実施準備

デザイン修正

プレゼンテーション

デザイン検討

現地視察、ヒアリング、調査

プロジェクトごとに経緯や期間、方法、体制は異なり
ますが、概ね次のような流れで進めていきます。

現場制作ー使用素材や道具
塗料／安全性と施工性を考慮し水溶性の塗料を使用。ペ
ンキがのりにくい場合は、下地剤（ジェッソ）を塗っておく。
カッティングシート／粘着性のあるビニルシートで、形
を切り抜いてガラスなど表面に凹凸のない平面に貼るこ
とができる。事前に準備をしておけば現場での作業が比
較的早く、時間に余裕がない場合にも便利。貼付面積が
小さいとはがれやすいので注意が必要。
ビニルシート・マスキングテープ／塗ってはいけない部
分にはテープなどで養生をしておく。
プロジェクター／現場で下絵を直接壁に描く方法もある
が、最近はデザイン画をプロジェクターで投影し、写す
方法を取り入れている。これにより下絵作業が格段に効
率よくできるようになり、タッチがそろうようになった。
ローラー／広い面を塗るのに使いやすい。早く均一に仕
上げることができる。 （左）養生をして描き始める（右）投影した絵を写して下絵制作

（左）水溶性塗料は換気できない室内でも使用できる（右）カッ
ティングシートを使った両側から見られる窓の装飾
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事例1
名
古
屋
市
立
大
学
病
院 N

agoya C
ity U

niversity H
ospital

２
０
０
３
年 

小
児
病
棟
・
小
児
外
科
病
棟
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、２
０
０
５
年 

放
射
線
部
、２
０
０
７
年 

小
児
外
来

ペ
イ
ン
ト
、天
井
装
飾
、サ
イ
ン
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン

　

病
棟
・
中
央
診
療
棟
の
建
て
替
え
時
に
、

小
児
科
の
先
生
か
ら
「
子
ど
も
の
フ
ロ
ア

を
別
世
界
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
要
望
を
受

け
、
03
年
に
小
児
病
棟
の
空
間
お
よ
び
イ

ン
テ
リ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
ま
し
た
。

　

何
年
も
病
棟
に
い
て
空
を
見
た
こ
と
が

な
い
子
た
ち
が
い
る
と
聞
き
、
き
れ
い
な

空
を
見
せ
て
あ
げ
た
い
と「
宇
宙
」を
テ
ー

マ
と
し
ま
し
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

の
天
井
に
は
満
点
の
星
空
、
廊
下
に
は
宇

宙
船
型
の
サ
イ
ン
、
病
棟
を
見
守
る
独
自

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

市
や
施
工
現
場
の
方
の
積
極
的
な
ご
協

力
の
も
と
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
の
課
題
を

ク
リ
ア
し
な
が
ら
完
成
し
た
病
棟
は
、
結

果
と
し
て
評
判
を
呼
び
、
後
に
放
射
線
部

や
小
児
外
来
の
デ
ザ
イ
ン
も
担
当
し
ま
し

た
。
空
間
の
用
途
や
担
当
し
た
学
生
の

個
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ザ
イ
ン

は
異
な
り
ま
す
が
、
病
棟
に
描
い
た
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

全
体
の
つ
な
が
り
を
持
た
せ
ま
し
た
。

【施設概要】敷地面積 65,939m²、延床面積 病棟・中央診療棟 66,614.66m² 外来診療棟 9,799.28 m²、病床数 808、設計 山下設計

（上）処置室の壁には木々と架空の動物おかぺんぎん（下）エレベーターホールの天井を見上げる

実施体制とマネジメント

　実施にあたっては、病院側や設計・施工側との協力や
共同が必要になります。そして具体的なアートやデザイ
ンの内容や素材、メンテナンス方法を検討するほか、予
算やスケジュールの管理などさまざまな調整事項があり
ます。加えて、参加者のモチベーションの維持や現場で
の注意事項の連絡など、学生チームならではのマネジメ
ントも必要です。
　多くの場合は研究室または学生チームのリーダーが関
係各所と連絡を取り合って調整をしていますが、 アート
マネジメント会社などが調整役として入ってくれる場合
もあります。いずれにしても、アートやデザインを療養
環境に取り入れる事例はまだ一般的ではないため、現場
で試行錯誤をしながら進めていく部分も多くあります。

研究室における実施体制の例
依頼主や時期によって関わり方が変わりますが、病院側
と設計施工側とのやりとりは不可欠です。また、複数の
学生が動くので、その中でのまとめ役を置いています。

設計事務所
施工会社

病院
医師・看護師・事務局

アーティスト
デザイナー

マネジメント
担当者
会社

マネジメントの重要性
アートやデザインによって療養環境を整備する際には、
多種多様な関係者とコミュニケーションを取りながら、
調整や管理をしていく必要があります。病院や設計、制
作側の担当者がそうした役を担う場合もありますが、専
門とする会社や人材も出てきています。このマネジメン
トのできる人材の育成がこの分野を広げていくひとつの
鍵になるのではないかと考えています。

　マネジメントの主な項目
　○ クオリティの管理
　 事前の色見本の取り寄せや試作、事後の修繕など。
　 作家の表現は尊重しつつ、不備や全体との整合性を
　 チェックする。

　○ スケジューリング
　 他の業者の進行は小マメにチェック。

　○ 外注の手配と管理
　 工事の担当区分や設置位置の確認など。

　○ 連絡の円滑化と共有
　 要望や課題を文書化しメンバーで共有する。

　○ 確認事項の明確化
　 病院の要望等は文書化し、対応も分かりやすく提示。

　○ 予算管理
　 重要な部分だが大学の事業としては弱くなりがち。

　○ プロジェクトチームのモチベーション管理
　 環境整備や進行のフォロー。学生チームの作業には
   おやつや音楽などの準備も。

　○ 広報活動
　 次の活動につながり、関係者の意識も高まる。

建
築
設
計
事
務
所
の
担
当
者
と

研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
で
病
院
側

に
壁
画
の
プ
レ
ゼ
ン

設計事務所
施工会社

病院
医師・看護師・事務局

鈴木研究室・学生チーム
                  （Hospital Art Made In Nagoya Geikou）

・統括 ：鈴木 賢一教授
・学生チームリーダー 
・有志の参加学生　 　

  図面提供
進行調整

ヒアリング
  提案

要望
  協力

  提案
相談

学生チームでデザインする際のポイント
 ・病院の独自性、地域性を引き出す
 ・木々や海、空、動物など自然を感じられる
   ようなモチーフ選び
 ・親しみを持てるキャラクターをつくる
 ・ストーリーを設定する

「はみんぐ」
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空間用途の違いと
デザインの工夫
病棟　小児患者が滞在する生活空
間。そのため遊びの要素を取り入れ
たり、長時間いてもくつろげる色合
いを配置。スタッフが季節等に合わ
せ飾り付けをすることも多い。

処置室・検査室　診察台に横に
なったときに目につく天井や無機的
な設備機器へ装飾することで、処置
室や検査室もやさしい雰囲気になる。

外来　通いで診察や治療を受ける
場。明るくはげますようなモチーフ・
色合いを選んだほか、診察室の扉に
は動物のイラストの中に数字を隠し、
雰囲気をやわらげた。

共通のキャラクターと物語
物語性をつくるため、空間ごとにテーマ設定をするとともに、
動物をモチーフにしてオリジナルのキャラクターを作成した。
キャラクターは後に病院グッズとしてボールペンにもなった。

レントゲン室の扉には、検査の不安を
軽減するためキャラクターを用いた説
明イラスト

大人でも狭い部屋をいやがる患者さんがいると聞き、放射線
部のレントゲン室には空間に広がりが出るような絵を描いた

「うみのほし」と空間テーマが設けられた小児外科病棟は海を
イメージした色やモチーフが彩る

（左から）カルガルー／ NICU、うみもぐら／小児内科、おかぺんぎん／小児外科

File2. 名古屋市立大学病院

　

名
古
屋
市
立
大
学
病
院
で
は
小
児
病
棟

で
の
ペ
イ
ン
ト
な
ど
だ
け
で
な
く
、
成
人

患
者
も
往
来
す
る
外
来
ア
ト
リ
ウ
ム
で
ク

リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
ま
し
た
。

　

11
年
に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
で
制
作
し

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を

外
来
ア
ト
リ
ウ
ム
に
設
置
し
、
そ
れ
に
飾

る
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
を
患
者
さ
ん
や
職
員
さ

ん
た
ち
に
作
っ
て
も
ら
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
実
施
し
ま
し
た
。
12
年
に
は
ク
リ
ス

マ
ス
ツ
リ
ー
の
設
置
の
ほ
か
研
究
室
の
学

生
や
卒
業
生
に
よ
る
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト

と
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
シ
ョ
ー
を
開
催
。
空
間

装
飾
に
加
え
制
作
や
鑑
賞
と
い
っ
た
体
験

を
通
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
雰
囲
気
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

壁
面
へ
の
ペ
イ
ン
ト
は
恒
常
的
な
環
境

整
備
と
な
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
季
節
の

行
事
な
ど
で
空
間
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と

や
、
参
加
型
の
活
動
も
大
事
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

名古屋市立大学病院

クリスマス
イベント
2011・2012

（左・上）2011年に作ったオーナメント。水性
ペンとティッシュで滲み絵を描いた

2012年のクリスマスコンサート等の様子
（左上）スタッフによる病棟装飾
（右上）処置室の機器も生かして
（下）小児外来の待合い
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事例2
名
古
屋
第
一
赤
十
字
病
院 Japanese Red C

ross N
agoya D

aiichi H
ospital

２
０
０
８
年 

小
児
病
棟
、
小
児
外
来
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ

ペ
イ
ン
ト
、
絵
本

　

老
朽
化
し
た
病
棟
の
建
て
替
え
に
合
わ

せ
、
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
に
ア
ー
ト
ワ
ー

ク
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
し
て
鈴
木
が
関
わ
り
ま
し
た
。

依
頼
先
の
病
院
と
直
接
打
ち
合
わ
せ
を
す

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
こ
で
は
設
計

事
務
所
や
ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会
社
と

と
も
に
療
養
環
境
委
員
会
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
安
心
で
き
る
環
境

は
、
ケ
ア
を
す
る
保
護
者
や
医
療
者
に
も

心
地
よ
い
空
間
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を

軸
に
、
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
ま
し
た
。

　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
学
生
た
ち
の
共
同
制

作
も
実
現
し
、
プ
ロ
の
視
点
か
ら
の
ア
ド

バ
イ
ス
や
、
彼
ら
の
仕
事
を
間
近
で
見
ら

れ
た
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
刺
激

的
な
学
び
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

入
院
中
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
し
た
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
学
生
に
よ
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
生
き
生

き
と
し
た
表
情
に
触
れ
、
体
験
を
通
じ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
有
効
性
を
実
感

し
ま
し
た
。

ワークショップで出てきたキャラクターが登場する物語を
学生たちが額絵として壁にペイント

【施設概要】敷地面積 42,053.11m²、延床面積 80,778.70m²、病床数 852 床、設計 久米建築設計事務所

子どもたちとの共同
「夢の小屋」づくりワークショップ

参加した子ども・保護者・医療者の声
ほいくえんぶりに大きく絵をかけて、楽しかったで
す。ひさしぶりにクレヨンで絵がかけて気もちがよ
かったです（入院患者）

最初は人見知りしていたり、絵の具に抵抗があった
のかモジモジしていたけれど、次第に慣れ結局最初
から最後まで遊んでいました。病院での生活が長く
なり、しゃがんだりする体勢がツライはずなのに夢
中で絵の具で遊んでいたのが何よりもいいリハビリ
だぁと感心しちゃいました（保護者）

集中してロールをクルクルと自由気ままに走らせて
いる姿 !! 子どもといっしょに夢中で楽しんでいる父
母の姿 !! とても感動的でした。汚れを気にせず、好
き勝手に行動できることの楽しさを子どもたちに与
えてくださり本当に感謝しています（病棟師長）

アーティストの作品や
プロの仕事を間近で見る学び
アーティストやコーディネーターとの共同やアーティ
ストの作品に触れることで、学生たちの学びが多
かった。

制作の前段階として、学生とアーティストが旧
病棟を訪ね、入院している子どもたちを対象に
ワークショップを開催しました。壁や床一面の
大きな画用紙に子どもたちがローラーや手足を
使ってのびのびと絵を描き、それをアーティス
トがアレンジし小屋として展示したほか、子ど
もたちの絵をヒントに学生が絵本の制作をした
り壁画のデザインを構想したりしました。

（左）森の動物が隠れたかくれんぼツリー（右）NICUには生命の誕生をイメージした海の絵を

（左）小児外来プレイコーナーに花畑のペイントをする学生たち（右）子どもたちがワークショップで描い
た絵をもとに学生が制作した絵本。病院に寄贈し新病棟にあるシンボルツリーの本棚に置かれた

すべてアーティスト作品で、
（上）あみだくじが隠れた遊べる壁画
（左）マグネット式で動かせるトカゲの絵
（右）鏡面反射するアクリルレリーフ
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お猿のもんぱちが種を見つけ、それを動物たち
が育てていく物語。最終的に絵本になった

絵本に物語とメッセージを込めて

絵本の最後のページに掲載したメッセージ

外来にくるみんなが、治療や検査にがんばってもらえるよう
に、すこしでも楽しめるような空間にしたいという想いでつ
くりました。このもんぱちのストーリーは、「みんなでがんばっ
てのりこえれば、きっといつか花が咲くよ。花が咲いたあとも、
種になって、また花が咲く。ずっとずっといのちは続いてい
くんだよ。」というみんなの想いがこめられています。 

（上）動物の足跡をたどって診察室へ。電光掲示板はポストに
（右上）家具業者とともに家具も提案した（右）吸引コーナー
も明るく（下）ペイント前の待合

イラストや模型で
イメージを伝える
学生のデザインを模型に立
ち上げて提案する。具体的
にイメージしやすく、模型
を見ながらまた詳細を検討
していく。

事例3
名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院 

Japanese Red C
ross N

agoya D
aini H

ospital

２
０
１
１
年 

小
児
外
来

ペ
イ
ン
ト
、
立
体
装
飾
、
絵
本

　

改
修
に
合
わ
せ
小
児
外
来
に
ア
ー
ト
を

取
り
入
れ
ま
し
た
。
看
護
師
さ
ん
か
ら

提
案
い
た
だ
い
た
物
語
は
、
お
猿
な
ど
動

物
た
ち
が
登
場
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
し
た
。

子
ど
も
の
空
間
を
考
え
る
と
き
、
自
然
や

動
物
の
物
語
を
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、
医
療
者
も
共
通
し
た
も
の
を
求
め

て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

看
護
師
さ
ん
の
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
、

学
生
が
具
体
的
に
デ
ザ
イ
ン
し
、
模
型
や

イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
も
と
に
病
院
側
と
打
ち

合
わ
せ
を
重
ね
、
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
の
持
つ
治
癒
力
を
引
き
出
せ
る

環
境
を
と
、
看
護
師
さ
ん
だ
け
で
な
く

事
務
の
方
も
皆
さ
ん
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
ア
イ

デ
ア
や
意
見
を
出
し
て
く
だ
さ
り
、
実
際

の
ペ
イ
ン
ト
の
現
場
で
は
学
生
た
ち
に
混

じ
っ
て
絵
筆
を
取
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
姿

も
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
病
院
側
の

積
極
的
な
姿
勢
は
、
関
わ
る
学
生
た
ち
の

や
る
気
向
上
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
そ

の
後
の
空
間
の
活
用
の
さ
れ
方
に
も
違
い

が
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

子どもたちの目線にあわせて床近くにもに絵を

現場は３日半と短期作業だったが連日 20 名以上の学生が参加し見事小児外来が別世界に。真っ白だっ
た壁や床が動物や木々でにぎやかになり「びっくりしたー」「癒される」との声が上がった

医療スタッフも学生とともに絵筆を握った

【施設概要】敷地面積 34,296.28㎡、建物延べ面積 76,271.06㎡、病床数 812、設計 山下設計
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事例5
豊
橋
市
民
病
院 Toyohashi M

unicipal H
ospital

２
０
０
８
年 

小
児
病
棟
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
２
０
１
４
年
小
児
病
棟

ペ
イ
ン
ト
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト

　

08
年
の
新
築
時
に
壁
画
な
ど
を
施
し
た

小
児
病
棟
の
院
内
移
転
に
と
も
な
い
14
年

に
再
度
ペ
イ
ン
ト
を
手
が
け
ま
し
た
。
ど

ち
ら
の
活
動
も
、
子
ど
も
が
病
院
で
お
世

話
に
な
っ
た
家
族
の
方
た
ち
の
団
体
が
依

頼
主
と
な
り
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト

で
の
収
益
な
ど
が
原
資
と
な
り
ま
し
た
。

　

豊
橋
の
伝
統
、
鬼
祭
に
ち
な
ん
で
７
匹

の
虹
色
の
小
鬼
が
あ
ち
こ
ち
で
か
く
れ
ん

ぼ
し
て
い
る
物
語
を
表
現
。
小
鬼
た
ち
の

性
格
は
病
棟
保
育
士
さ
ん
が
考
え
ま
し
た
。

　

長
い
廊
下
や
天
井
な
ど
広
範
囲
の
作
業

で
学
生
の
参
加
人
数
も
多
く
、
何
度
も
共

通
理
解
を
し
な
が
ら
進
め
ま
し
た
。
皆
さ

ん
の
応
援
に
支
え
ら
れ
た
４
泊
５
日
の
制

作
合
宿
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
よ
い
思

い
出
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ス
タ
ッ
フ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
前
の
円
柱
は

大
樹
に
変
身
し
ま
し
た
が
、
あ
え
て
未
完

成
な
状
態
と
し
、
葉
の
描
き
足
し
を
病
院

ス
タ
ッ
フ
に
お
任
せ
し
ま
し
た
。
現
場
の

方
が
自
ら
手
を
加
え
育
て
て
い
た
だ
く
意

味
は
と
て
も
大
き
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

【施設概要】敷地面積 92,204.52㎡、延床面積 61,601.42㎡、病床数 800 床、設計 株式会社日建設計

（上）カウンター下に７匹の小鬼たち。目線の低い子どもたちにもよく見える（下）約 20 名の学生たち
が参加。処置室や廊下の壁だけでなく天井にもペイントした

（左）スタッフステー
ション前の円柱は樹
に。病院スタッフの
皆さんに葉っぱの描
き足しを頼んだ（右）
地元豊橋の鬼祭りに
ちなんだ小鬼のキャ
ラクター

事例4
余
語
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク Yogo-Kodom

o-C
linic

２
０
０
１
１
年 

待
合
、
診
察
室

ペ
イ
ン
ト
、
サ
イ
ン
計
画
、
ロ
ゴ
デ
ザ
イ
ン

　

名
古
屋
市
立
大
学
病
院
の
小
児
病
棟
に

在
籍
さ
れ
て
い
た
女
医
さ
ん
か
ら
、
個
人

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
建
て
替
え
時
に
声
を
か
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
北
欧
デ
ザ
イ
ン
が

好
き
だ
と
い
う
先
生
の
要
望
を
受
け
、
北

欧
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
森
や
動
物
な
ど
を
モ

チ
ー
フ
と
し
ま
し
た
。
壁
や
扉
一
面
に
彩

色
す
る
な
ど
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
色
の
使
い

方
を
し
つ
つ
、
シ
ン
プ
ル
な
線
と
や
さ
し

い
色
合
い
の
お
か
げ
で
、
さ
わ
や
か
で
落

ち
着
い
た
雰
囲
気
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。

　

あ
ち
こ
ち
に
い
る
動
物
や
草
木
は
そ
れ

ら
を
見
つ
け
る
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
心
を

誘
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
を
見
守
り

励
ま
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
医
院
の
先
生
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
活

動
を
す
る
私
達
の
思
い
と
も
重
な
り
ま
す
。

　

開
院
後
、
先
生
か
ら
「
待
合
が
落
ち
着

い
て
い
て
、
と
て
も
静
か
な
の
で
す
。
以

前
の
建
物
の
と
き
は
子
ど
も
が
走
り
回
る

こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
の
で
す
が
」
と
い
う

お
話
を
聞
き
、
空
間
の
持
つ
力
を
改
め
て

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（上）デザイン画をプロジェクターで投影して効率的な下絵
作業。医師の娘さんも参加してくれた（右上）サインもプ
リントではなく手描きで（右下）床近くに描かれたふくろう

エントランスから見た待合。オリジナルの本棚の曲線と森の動物たちがやわらかく迎えてくれる

【施設概要】設計 アートジャパンナガヤ設計
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アートマネジメント会社との共同
アートマネジメント会社（株式会社アールアンテ
ル）は、 内容に不備が無いかのチェックや色見本
の手配など細やかなサポートをしてくれるととも
に、こちらの表現を尊重してくれる姿勢など学ぶ
べき点が多くありました。 ペイント部分では富
山大学の学生も参加し、様々な共同が実った事業
となりました。

中庭や玄関にはブロンズ鋳造の屋外彫刻

5mm のベニヤ板にアクリル塗装したものを 300 枚用意 プリント壁紙には北陸新幹線と北陸の風景を取り入れた

多様なアートと
それらをつなぐストーリー

「コエルのにじのたび」という物語を
広範囲に渡るアートの拠りどころと
した。主人公であるカエルのキャラ
クターが施設内のあちこちにいる。

エントランスや浴室にはモザイクタイル竣工記念に発行した絵本

右は気球に乗ってカエルのコエル君が
旅するシーンが表現された交流ロビー

左はリノリウム象嵌を施した交流ロビーの床、右は塩ビ板に
プリントをした CT 検査室の天井

事例6
富
山
県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院・こ
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー 

Toyam
a Prefectural Rehabilitation H

ospital &
 Support C

enter for C
hildren w

ith D
isabilities

２
０
１
５
年 

施
設
全
体
／
ペ
イ
ン
ト
、
プ
リ
ン
ト
壁
紙
、
立
体
壁
面
、
立
体
モ
ビ
ー
ル
、
屋
外
彫
刻
、
絵
本

　

県
や
設
計
・
施
工
会
社
の
ほ
か
ア
ー
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会
社
と
共
同
し
、
設
計
段

階
か
ら
関
わ
り
自
由
な
提
案
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
め
ず
ら
し
い
事
例
で
す
。
ア
ー

ト
の
た
め
に
予
算
を
確
保
い
た
だ
き
、
広

範
囲
に
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
多
様
な

作
品
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

関
係
者
の
皆
さ
ん
に
は
初
期
の
段
階
で
、

あ
い
ち
小
児
保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー
の

ス
ト
ー
リ
ー
設
定
や
具
体
的
な
ア
ー
ト
内

容
な
ど
を
視
察
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
コ
エ
ル
と
い
う
カ
エ
ル
が

旅
を
す
る
場
面
を
様
々
な
表
現
で
展
開
し

ま
し
た
が
、
折
々
に
設
計
者
か
ら
ア
ド
バ

イ
ス
を
い
た
だ
い
た
り
、
施
工
方
法
を
業

者
の
方
に
相
談
し
た
り
す
る
な
ど
、
多
く

の
方
の
力
を
得
て
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

天
井
高
12
ｍ
の
交
流
ロ
ビ
ー
に
は
、
富

山
県
産
材
の
木
の
モ
ザ
イ
ク
ア
ー
ト
で
つ

く
っ
た
大
木
や
、
越
中
和
紙
を
使
っ
た
気

球
の
モ
ビ
ー
ル
で
彩
っ
た
ほ
か
、
壁
面
に

富
山
の
風
景
プ
リ
ン
ト
す
る
な
ど
、
随
所

に
地
域
性
を
出
し
ま
し
た
。

【施設概要】敷地面積 97,977.00m²、延床面積 29.096.44 m²、病床数 232 床、設計 佐藤総合計画・創建築事務所設計共同体

プリント壁紙の色見本富山大の学生と共同したペイント
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名
古
屋
大
学
付
属
病
院
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル 

小
児
外
科
病
棟
／
ペ
イ
ン
ト
／
既
存

名
古
屋
市
児
童
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー 

リ
ハ
ビ
リ
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

さ
く
ら
ん
ぼ
保
育
所 

保
育
園
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

余
語
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

待
合
・
診
察
室
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
・
絵
本
／
改
築

名
古
屋
市
立
大
学
病
院 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・
小
児
病
棟
／
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト
／
既
存

名
古
屋
市
西
部
医
療
セ
ン
タ
ー 

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
・
Ｇ
Ｃ
Ｕ
・
小
児
救
急
外
来
・
小
児
病
棟
・
小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

埼
玉
医
科
大
学
周
産
期
総
合
セ
ン
タ
ー 

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
廊
下
／
壁
紙
プ
リ
ン
ト
・
壁
面
立
体
／
新
築

名
古
屋
市
立
大
学
病
院 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
／
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト
／
既
存

岩
国
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー 

小
児
科
病
棟
・
小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

 

豊
橋
市
民
病
院 

小
児
病
棟
／
ペ
イ
ン
ト
・
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
／
院
内
移
転

 

名
古
屋
市
東
部
医
療
セ
ン
タ
ー 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

名
古
屋
市
重
度
心
身
障
害
児
者
施
設
テ
ィ
ン
ク
ル
な
ご
や 

廊
下
／
ペ
イ
ン
ト
・
ロ
ゴ
デ
ザ
イ
ン
／
新
築

岡
崎
第
二
青
い
鳥
学
園 

小
児
科
外
来
／
壁
紙
プ
リ
ン
ト
／
新
築

あ
い
ち
小
児
保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー 

救
急
棟
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
／
新
築

富
山
県
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
・
子
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー 

全
体
／
ペ
イ
ン
ト
・
壁
面
立
体
・
壁
紙
プ
リ
ン
ト
等
／
新
築

名
古
屋
市
千
種
保
健
所 

待
合
・
診
察
室
／
ペ
イ
ン
ト
／
既
存

オ
リ
バ
ー 

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
展
示
場
／
ペ
イ
ン
ト
・
天
井
装
飾
／
既
存

ほ
そ
の
外
科
・
小
児
科 

階
段
・
待
合
／
ペ
イ
ン
ト
／
改
築

や
ま
か
わ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

待
合
・
診
察
室
・
処
置
室
／
ペ
イ
ン
ト
・
壁
面
立
体
・
サ
イ
ン
・
立
体
／
改
築

藤
田
医
科
大
学
病
院 

小
児
外
来
・
小
児
病
棟
／
ペ
イ
ン
ト
・
壁
面
立
体
・
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
／
新
築

名
古
屋
市
営
地
下
鉄
名
古
屋
駅 

授
乳
室
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
／
既
存

名
古
屋
大
学
附
属
病
院 

小
児
外
科
病
棟
／
壁
面
立
体
・
平
面
装
飾
／
新
築

名
古
屋
大
学
附
属
病
院 

小
児
病
棟
／
壁
面
立
体
・
平
面
装
飾
／
新
築

あ
い
ち
小
児
保
健
医
療
総
合
セ
ン
タ
ー 

病
院
全
体
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
／
新
築 

三
好
町
立
三
好
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

い
な
べ
総
合
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

津
島
市
民
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

ヨ
ナ
ハ
・
ク
リ
ニ
ッ
ク 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

名
古
屋
市
立
大
学
病
院 

小
児
病
棟
・
小
児
外
科
病
棟
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
／
ペ
イ
ン
ト
・
天
井
装
飾
・
サ
イ
ン
デ
ザ
イ
ン
等
／
新
築

大
雄
会
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
／
新
築

名
古
屋
市
立
大
学
病
院 

放
射
線
部
／
ペ
イ
ン
ト
／
既
存

名
古
屋
市
立
東
市
民
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
既
存

浜
松
赤
十
字
病
院 

小
児
病
棟
／
ペ
イ
ン
ト
・
立
体
／
新
築

た
い
よ
う
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

名
古
屋
市
立
大
学
病
院 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
／
新
築

さ
く
ら
保
育
所 

保
育
園
／
ペ
イ
ン
ト
／
既
存

名
古
屋
第
一
赤
十
字
病
院 

小
児
病
棟
・
小
児
外
来
・
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
／
ペ
イ
ン
ト
・
絵
本
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
／
新
築

豊
橋
市
民
病
院 

小
児
病
棟
／
ペ
イ
ン
ト
・
天
井
装
飾
／
新
築

緑
の
森
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク 

小
児
外
来
／
ペ
イ
ン
ト
・
壁
面
立
体
／
新
築

2000  2001  2002  2003  2005  2006  2007  20082009201020112012201320142015201620172018 研
究
室
で
関
わ
っ
た
ヘ
ル
ス
ケ
ア
・
ア
ー
ト
活
動
の
一
覧

子
ど
も
の
療
養
環
境
研
究
会
へ
の
参
加
か
ら
約
20
年
間
の
間
に
31
施
設
40
箇
所
で
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

● 名古屋大学附属病院（昭和区）
● 名古屋市立大学病院（瑞穂区）
● 名古屋市立東市民病院（東区）
● たいようこどもクリニック（北区）
● さくらんぼ保育所（瑞穂区）
● 名古屋第一赤十字病院（中村区）
● 名古屋市児童福祉総合センター（昭和区）
● 余語こどもクリニック（昭和区）

愛知県外 ６施設

● いなべ総合病院（三重県いなべ市）
● ヨナハ・クリニック（三重県桑名市）
● 浜松赤十字病院（静岡県浜松市）
● 埼玉医科大学周産期総合センター
  （埼玉県川越市）
● 岩国医療総合センター （山口県岩国市）
● 富山県リハビリテーション病院・子ども
　支援センター （富山県富山市）

愛知県内 10 施設

● あいち小児保健医療総合センター（大府市）
● 三好町立三好病院（西加茂郡三好町）
● 津島市民病院（津島市）
● 大雄会病院（一宮市）
● 豊橋市民病院（豊橋市）
● 緑の森こどもクリニック（岡崎市）
● 岡崎第二青い鳥学園（岡崎市）
● オリバー（岡崎市）
● ほその外科・小児科（江南市）
● 藤田保健衛生大学病院（豊明市）

● 名古屋第二赤十字病院（昭和区）
● 名古屋市西部医療センター （北区）
● 名古屋市東部医療センター（千種区）
● 名古屋市重度心身障害児者施設
　 ティンクルなごや （北区）
● 名古屋市千種保健所 （千種区）
● やまかわこどもクリニック （西区）
● 名古屋市営地下鉄名古屋駅 （中村区）

名古屋市内 15 施設
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病状・身体機能の回復
精神療法
身体療法

ブランディング・共有・伝達
広報・デザイン

特別な経験と
コミュニケーションを促進する
参加型アート

特別な時間を演出する
パフォーマンス系アート
デジタル機器を利用したアート

空間を演出する
作品展示
施設に付随したアート
建築・デザイン
デジタル機器を利用したアート

アートの役割と期待するもの

　現場で活動をしながら、ヘルスケアアートの役割に
ついて考えてきたことについて、研究室の学生の一人
が次のようにまとめました。

   療養環境におけるアートの役割
   ○ 不安を受容する　Hospitality
   ○ 不安を紛らわす　Distraction
   ○ 平常心を取り戻す　Refreshment
   ○ そっと応援する　Encouragement

　また、生きるか死ぬかという救急時とリハビリなど
回復期とでは、アートの役割も当然違ってくると考え
ています。つまり、医療的な性格の強い環境と療養的
な性格が強い環境とでは、アートの役割に少し整理が
必要だということです。（図 . 医療と療養の環境デザイ
ン参照）
　 環境を考えるときには、ベースとしての雰囲気をつ
くる建築空間と、家具のように後から設置されるもの、
看護師さんや患者さんが作品を飾りつけるような装飾
など、いくつかの段階に分けることができます。それ
ぞれを誰がどのように決めていくかや、全体をバラン
スよく考えることなどが、考える一つのポイントなり
ます。そのほか病院などの施設にはサインなどの掲示
が多く、それらが雰囲気をつくる要素にもなっている
ため、うまく利用できると効果的です。

　病院には硬い要素が多いですが、アートやデザイン
によって別の要素を取り入れることができます。医療
の邪魔にならないように留意しつつ、積極的に考えて
いくべきだと思います。

　　  効率・特殊・無機・閉鎖・基準

　　  遊び・日常・有機・開放・固有

　このとき、「ユーモア・物語」「色味・自然素材」「シ
ンボル・キャラクター」「家庭的・自分のもの」「奥行き・
広がり」などのキーワードが具体的な展開のヒントに
なると考えています。

ヘルスケアに関連するさまざまなアート活動を左図のよ
うにまとめました。私たちは左上の「空間を演出する」
活動が多いですが、多様な手法と効果があり、この分野
の今後の広がりや可能性に期待をしています。

ヘルスケアアートの分類

　病院に入るととても不安になるのは、知らないことが
多いからです。知っていることが多いと、不安感は消え
ます。アートやデザインによってこの不安感を減らすこ
とができます。それから病院ではどうしても受け身であ
ることが多くなりますが、何かしら選択できる場面や感
情移入ができるといった自主的になれる環境づくりに、
アートやデザインが力を発揮すると期待しています。病
院を人にやさしい環境にするには、機能的なだけの空間

（SPACE）ではなく愛着を持てる場所（PLACE）にして
いかなければなりません。

　病院に実現してみたいと思うことが３つあり、ひとつ
は「泣いて叫べる部屋」。屋上で泣いたり叫んだりしてい
る方がいるという話を聞いたことがありますが、そうい
う感情を吐露できる空間がどこかに必要ではないでしょ
うか。サンドバックなどに思いをぶつけるのでもいいか
もしれません。２つ目は「お医者さんの来ない部屋」。も
ちろん医師の指示や話はしっかりと聞くのですが、来な
い部屋があってもいいでしょう。最後は「祈る部屋」。キ
リスト教系の病院ではチャーチを併設しているところも
ありますが、公立の病院にはほぼ宗教色はありません。
しかし、誰しも祈るような気持ちは持っていらっしゃる
ように思います。

医療環境 療養環境

Distraction Refreshment Encouragement

Hospitality

一時的に意識
をそらし不安
を紛らわす

療養生活に
活力を与え
応援する

不安を転換し
気持ちを平常
に回復する

不安をそのまま受容し安心感を得られる

一時的

恒久的

装飾

家具

建築 療養環境の「地」として
基調となる雰囲気を形成する

スペースの点景として
アクセントになる

日常生活や季節・行事のイベントで
空間の変化として彩りを与える

療養空間

治療空間

急性期 慢性期

療養

医療

看護

快適性

機能性

医療と療養の環境デザイン

アートによる Human Centered Design

インテリアの構成と役割

病院の環境デザイン
1. 人にやさしい環境
　利用者を主人公にしたデザイン
　利用者が参画するデザイン
2. 感情移入ができる環境
　機能的な空間（SPACE）ではなく、
　愛着の感じられる場所（PLACE）の構築
3. 自然に受け入れられる環境
　環境が患者に応援メッセージを発信している

＝不安感
知っていること

知らないこと

ヘルスケアアートの分類
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施設利用者へのアンケート 施設利用者の声

津島市民病院でのアンケート
小児科の付添いおよび耳鼻咽喉科（小児科
と待合を共有）を利用する患者と付添いを
対象に、空間デザインを施した待合室全体
の環境と診察室等の壁画について、5 段階
評価と自由形式で記入してもらった。

Q. 待合室の壁画アートをどのよう
にお感じになりますか？（５段評価）

Q. 待合室の壁画アートに対するお
子さまの反応はいかがでしたか？

（５段評価）

Q. 診察室・処置室・点滴室のアー
トは治療時に効果はありますか？

（５段評価）

■ 実施場所　津島市民病院小児外来　■ 実施期間　2003 年 3 月 3 ～ 14 日
■ アンケート総数 66 名（内訳：小児科付添い 34 名、耳鼻咽喉科患者 14 名、
耳鼻咽喉科付添い 18 名）　■ 研究発表　深津真理、永利紀美子、鈴木賢一（名
古屋市立大学芸術工学部）、伊藤邦彦（津島市民病院医療行政推進室）、近藤
祥子（津島市民病院看護部長）：小児外来壁面装飾と利用者評価に関する研究、
第４回子どもの療養環境研究発表会、2003 年 6 月

満足
53％やや満足

27％

普通
17％

やや不満 3％ 

＊不満 0％

名古屋市立大学病院でのアンケート
病院内における倫理委員会での了解を得た上で付き添い
に対し質問表を手渡し、その場で記入を依頼した。看護
師と医師については病棟経由で質問紙票を回収した。質
問内容は 1) テーマの認知、2) 通路部分の評価、3) 諸室
に対する評価、4) 壁面装飾の有効性や具体的な効果、で
ある。ここでは 4) についての結果を掲載する。

■ 実施場所　名古屋市立大学病院新病棟 小児関連病棟
■ 実施期間　2005 年 2 ～ 4 月
■ アンケート総数　130 名（内訳：医師 25 名、看護師 54 名、
付添い 51 名）
■ 鈴木賢一、岡庭純子：小児病棟における壁面装飾の印象と効
果に関する研究、2008 年 3 月日本建築学会計画系論文集

医師 25人

看護師 54人

付添い 51人

とてもある まあまあある あまりない 全然ない 無回答

28% 52% 8% 12%

35% 59% 6%

2%
37% 49% 6% 6%

医師 25 人

看護師 54 人

付添い 51 人

Q. デザインの効果の有無 Q. デザインの効果（複数回答）

38.6%

68.2%

11.4%

47.7%

23.5%

80.4%

5.9%

37.3%

25.0%

85.0%

15.0%

40.0%

医師 20 人 看護師 51人 付添い44人

検査や治療の
不安を軽減する

患者の気持ちが
明るくなる

治療に対して
前向きになれる

付き添いやスタッ
フが明るくなる

優しい色づかい、かわいらしい絵で癒される。待ち時間も子供が飽きない（７
歳耳鼻咽喉科患者の付添い女性）／子供と絵を見ながら会話ができる。待
ち時間を退屈しないでいられる（２歳小児科患者の付添い女性）／子供の
不安が少し解消される気がするため（６歳小児科患者の付添い女性）／メ
ルヘンの世界にふれて心がはれる思いで緑色が心に残りました（耳鼻咽喉
科患者の女性）／アニメのキャラにしてほしい（７歳小児科患者の付添い
女性）／耳鼻科としては落ち着きがない。静かな病院らしいものがほしい（耳
鼻咽喉科患者の付添い女性）

自由記述

機嫌が悪いとき気をそらすことができる（０
歳・２歳患者の付添い女性）／チョウやリン
ゴなどのかずを数えたり、物語を作ったり想
像を育める　（10 歳患者の付添い女性）／泣
いてもアッと指さしたら泣きやみました（１
歳患者の付添い女性）／白い壁は小さな子に
は怖さを与えるように思います（16 歳患者の
付添い女性）

自由記述

名古屋市立大学病院 小児病棟 看護師長（50代女性）

「絵で患者の気を紛らわす」
子どもたちが反応するのはやっぱり動物とかキャ
ラクターですね。大きな絵の場合、子どもたちに
は下の方にある絵しか目に入りにくいみたいです
が、大人も楽しんでいるのでいいと思います。処
置室の絵は治療の際に「ね、あれ見てみて」と話
しかけて患者の気を紛らわすことに使ったりして
います。一瞬泣き止んだときにさっと治療したり
します。

これまでヘルスケア・アートに携わったいくつかの施設
で利用者にヒアリングをしました。

名古屋第一赤十字病院 小児医療センター
医師（50代男性）

「母親の安心が子どもの安心に」
病棟は子どもたちだけでなく母親や思春期の子ど
もたちもいるし、また長期滞在する際には合わな
いのではないか？ということで、大人でも心地よ
いと感じられる空間づくりを希望していました。
母親などケアする人が安心していると、それが子
どもたちの安心にもつながっていきますから。

あいち小児保健医療総合センター 保育士（30代女性）

「遊びでストレス発散は大事」
装飾は病棟や手術室を案内するオリエンテーショ
ンの時に活用しています。例えば、描かれた動物
の名前でその部屋を示したり、「（病院のシンボル
である）どんぐりくんやマロンちゃんがどこにい
るかな？」と会話をしたりして、不安を軽減する
よう配慮しています。要望を言えば、ゲームやク
イズに使えたりする絵があるといいですね。外来
に最近、肥満で来る子が多く「散歩してらっしゃ
い」ということがあるのですが、そういうときに
壁面の絵に宝探しなどのしかけがあると、子ども
たちも動きやすいと思います。他にあまり道具が
なくても遊べるようなしかけがあるとスタッフも
助かります。遊びで入院生活のストレスを発散さ
せることも、私たち保育士の大事な仕事なので。

名古屋第二赤十字病院
小児患者付添い（40代女性）

「子どもとの会話のきっかけに」
息子の付き添いで通っていますが、ある日、急に
雰囲気がものすごくやわらかくなりました。壁や
扉にかわいい絵が描いてあり、おしゃれな雰囲気
で、窓にこう葉っぱのシールが貼ってあるだけで、
全然空気が変わるのです。「今日ライオンさんの
部屋だよ」と子どもとしゃべることもできますし、
感激しました。 

名古屋市立大学病院
小児病棟患者の付添い（30 代女性）

「かわいくって楽しい雰囲気」
すごくかわいくって、楽しい雰囲気ですね。ほか
の病院のイメージってちょっと暗いイメージだっ
たのに。外来の床に描かれた魚の絵を子どもが楽
しそうにたどってました。親としては子どもがあ
まりうろうろするのも心配なんですけど、でも
やっぱり楽しい雰囲気の方がいいですね。

津島市民病院 小児外来 看護師（50代女性）

「絵に意識を向けてパッと診察を」
小さいお子さんには「うさぎさんの方を向いてね」
とか「リンゴいくつあるかな？」など、絵を使っ
て話しかけています。絵に意識を向けているうち
に、パッと診察や処置が終えられたりするんです。

津島市民病院 小児外来 看護師（40 代女性）

「怖いイメージを和らげる」
「病院が怖い」というイメージを、絵によって和
らげられていると思います。患者さんだけでなく
保護者や患者さんの兄弟も喜んでくれ、国（厚生
省）の病院機能評価委員の方にも見ていただきま
したが反応よかったですよ。
モチーフは動物や果物など子どもや保護者の方が
すぐに分かるものだと、会話のネタになりいいで
すね。こうした装飾は、点滴とか心臓のエコー検
査とかあまり痛くない治療のときに、子どもたち
の気を紛らわせることができて、効果的だと思い
ます。

ある
53％

ややある
27％

変わらない
17％

ない 3％ 

＊あまりない0％

円グラフ

良い
55％

やや良い
33％

変わらない
　　 10％

やや良くない 2％ 

＊良くない0％
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何
度
か
参
加
し
、
そ
の
中
で
藤
田
医
科

大
学
の
小
児
科
で
の
活
動
は
、
最
初
の

コ
ン
セ
プ
ト
提
案
の
会
議
か
ら
同
輩
後
輩

た
ち
と
で
関
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
病

院
で
生
活
す
る
子
ど
も
た
ち
に
合
う
壁
画
、

そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
ク
オ
リ
テ
ィ
、

描
き
方
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
は
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
自
分

た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
が
実
際
に
形
に
な
る
達

成
感
、
病
院
の
利
用
者
の
方
が
絵
を
見
て

喜
ん
だ
り
褒
め
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
喜
び

の
方
が
勝
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
活
動
は
実
際
に
現
場
で
絵
を
描
く

こ
と
で
、
そ
の
施
設
の
人
た
ち
と
交
流
で

き
、
病
院
で
生
活
す
る
人
や
働
く
人
た
ち

に
つ
い
て
深
く
考
え
る
機
会
が
沢
山
あ
り

ま
し
た
。
自
分
の
仕
事
が
誰
か
を
笑
顔
に

で
き
て
い
る
か
、
相
手
を
想
っ
た
作
品
に

な
っ
て
い
る
か
を
肌
身
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
為
、
病
院
を
利
用
す
る
人
た
ち
だ

け
で
な
く
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
意
義
が

あ
る
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。

　

後
日
、
祖
母
が
首
を
骨
折
し
、
元
々
病

院
嫌
い
の
祖
母
で
し
た
が
、
入
院
先
が

藤
田
医
科
大
学
と
知
る
と
「
孫
が
描
い
た

壁
画
を
見
に
行
け
る
」
と
快
く
入
院
し
て

く
れ
ま
し
た
。
自
分
の
成
長
だ
け
で
な
く
、

家
族
の
治
療
の
手
助
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

実際に形になる達成感と
交流を通して使う人を思いやる時間

松下 凌子　21 期生 建築都市デザイン学科

参加学生へのアンケート
高野真悟、鈴木賢一：大学生による医療・福祉施設におけるヘルスケア・アートの取り組みに関する研究 —建築計画研究室に
よる 18 年間の継続的実践を通じて、2018 年度建築学会東海支部研究集会にて発表

2015 年８〜９月に、ペイントに参加した学生に LINE の
グループで意識調査を行ったところ 25 名から回答を得た。

やりたい
68％

Q3 今後、デザインに参加したいですか。

Q1 ペイントに参加して有意義でしたか。

頼まれたら 20％

とても有意義 92％

まあまあ
有意義 4％

無効 4％

やりたくない 8％

お金がでるなら 8％

予定があえば 4％専門家と 4％

Q4 参加したい（したくない）理由（複数回答）

Q2 どんなことが有意義でしたか。（複数回答）

0
10
20
30
40
50
60
70
80

76
％ 

社
会
貢
献

76
％ 

作
品
残
る

68
％ 

達
成
感

56
％ 

色
塗
り
楽
し
い

52
％ 

デ
ザ
イ
ン
経
験

52
％ 

友
達
と
ワ
イ
ワ
イ

48
％ 

社
会
接
点

44
％ 

ペ
イ
ン
ト
技
能

40
％ 

無
心
で
作
業

36
％ 

準
備
会
議

32
％ 

お
金

ア
ド
リ
ブ
で
ペ
イ
ン
ト
8
％

経
験
生
か
せ
た
4
％

現
場
見
ら
れ
た
4
％

ス
タ
ッ
フ
と
の
交
流
4
％

0

20

40

60

80

100 92
％ 

自
分
の
経
験
に
な
る

64
％ 

役
に
立
て
る

お
金
も
ら
え
る 

20
％

自
分
の
デ
ザ
イ
ン
が
形
に 

4
％

就
職
活
動
ア
ピ
ー
ル 

4
％

大
学
で
何
か
し
た
い 
4
％

単
位
が
も
ら
え
る 
4
％

二
度
と
な
い
機
会
だ
か
ら 

4
％

自
信
が
な
い 

8
％

時
間
が
取
ら
れ
る 

4
％

参加学生の声

　

学
部
１
年
生
の
春
休
み
に
東
市
民
病
院

で
の
壁
面
装
飾
に
参
加
し
た
こ
と
か
ら
は

じ
ま
り
、
気
付
け
ば
長
期
休
み
ご
と
に
ど

こ
か
で
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
５
つ
の
病
院
＋
１
つ
の
保

育
所
で
の
壁
面
装
飾
に
関
わ
り
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
こ
う
も
こ
の
活
動
に
参
加
し

続
け
て
い
る
か
と
い
う
と
、
純
粋
に
絵

を
描
く
こ
と
の
楽
し
さ
。
そ
し
て
、
自
分

が
楽
し
い
と
思
っ
て
や
れ
る
こ
と
が
、
人

を
ち
ょ
っ
と
だ
け
幸
せ
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
ほ
ん
わ
り
と
し
た
気
持
ち
。

ま
た
、
実
物
大
の
空
間
づ
く
り
に
関
わ

り
、
そ
れ
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
の
達
成

感
。
そ
ん
な
い
ろ
い
ろ
な
、
や
さ
し
く
て

楽
し
く
て
嬉
し
い
気
持
ち
の
お
か
げ
だ
と

思
い
ま
す
。
自
分
が
描
い
た
も
の
で
、
泣

い
て
る
子
が
笑
っ
て
く
れ
た
り
す
る
の
か

な
、
な
ん
て
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が

ら
、“
お
絵
描
き
”
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
い
つ
か
自
分
が
母
に
な
っ
た
と

き
、
自
分
の
子
ど
も
を
、
自
分
が
絵
を
描

い
た
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
て
み
た
い
で

す
。「
こ
れ
、
お
母
さ
ん
た
ち
が
描
い
た

ん
だ
よ
」
な
ん
て
言
え
た
ら
い
い
な
と
密

か
に
思
っ
て
い
ま
す
。

自分が楽しんでできることが
人をちょっとだけ幸せに
野地 恵梨子　10 期生 都市環境デザイン学科

　

こ
の
活
動
と
大
学
の
課
題
と
の
一
番
の

違
い
は
、
残
る
も
の
だ
と
い
う
事
で
す
。

例
え
ば
、
耐
久
性
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら

の
素
材
選
び
は
大
変
で
し
た
。
ま
た
、
長

く
残
り
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
の
で
、

モ
チ
ー
フ
選
び
も
難
し
か
っ
た
で
す
。
蓮

の
花
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
れ
は

死
を
連
想
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
持
ち
上
が
っ
た
り
。
そ
う

い
う
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
え
方
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
、
い
い
経
験
で
し
た
。

　

大
き
い
作
品
だ
か
ら
こ
そ
の
共
同
作
業

の
難
し
さ
も
感
じ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
授

業
に
課
題
に
バ
イ
ト
に
と
そ
れ
ぞ
れ
予
定

が
あ
り
、
な
か
な
か
集
ま
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
大
筋
が
決
ま
っ
て
か
ら

は
い
つ
で
も
作
業
で
き
る
よ
う
、
担
当

を
分
け
た
り
工
夫
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

リ
ー
ダ
ー
に
は
負
担
が
沢
山
か
か
り
苦
労

を
か
け
た
り
し
ま
し
た
が
、
や
っ
ぱ
り
み

ん
な
で
の
作
業
は
楽
し
か
っ
た
で
す
。
専

攻
の
違
う
子
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
得
意
な
も
の
を
、
例
え
ば
僕
は

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
専
攻
な
の
で
車
の

絵
を
描
い
た
り
し
ま
し
た
。
辛
い
と
き
も

楽
し
い
と
き
も
、
誰
か
と
一
緒
と
い
う
の

は
個
人
で
は
味
わ
え
な
い
喜
び
で
し
た
。

大学の課題とは異なる
もう一歩踏み込んだ考え方を学ぶ
花井 雅敏　９期生 生活環境デザイン学科
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研究活動の主な業績

  書　  籍
鈴木賢一著『子どもたちの建築デザイン　病院・学校・まちづくり』
農山漁村文化協会、2006 年 7 月

  評　  論
○鈴木賢一：「子どもの入院療養を支える環境」、芸術工学への誘いⅥ、岐阜新聞社、  
pp.226-244、2002 年 3 月
○鈴木賢一：無言のホスピタリティー（小児のための療養環境デザイン）、Neonatal 
Care 2005 vol18 no.8、2005 年 7 月
○鈴木賢一：小児医療とアメニティ、小児内科 vol.38 No.4、2006 年 4 月、pp.807-
810
○鈴木賢一：提案しますこれからの NICU- 人と環境の柔らかな関係 -、近畿新生児研究
会会誌第 15 号、pp.38-43、2006 年 10 月
○鈴木賢一：子どもの療養環境デザイン、医療福祉建築 NO.181、日本医療福祉建築協
会、pp.6-7、2006 年
○鈴木賢一：病院環境のヒューマナイジング−学生によるホスピタルアート活動を通
じて、『病院のアート　医療現場の再生と未来』アートミーツケア学会編、生活書院、
pp.62-76、2014 年 6 月

 学術論文
○鈴木賢一、岡庭純子：小児病棟の壁面装飾の印象と効果に関する研究、日本建築学会
計画系論文集　№ 625、pp.511-518、2008 年 3 月
○高野真悟、阿部順子、鈴木賢一：英国の病院の Arts in Health の概念と活動組織
に関する研究　ロンドンの先進的な３病院の事例から、日本建築学会計画系論文集
No.755、pp.87-96、2019 年 1 月

○鈴木賢一：小児病棟における患者と家族のための環境整備の試み、東海病院管理学研究会年報平成12年度号、pp.33-42、2001年9月
○永利紀美子、鈴木賢一、坂戸尚子：三好町民病院小児科外来壁面装飾の効果と反響、第３回子どもの療養環境研究発表会、p.9、
2002 年 6 月
○鈴木賢一、戸苅創、長嶋正實：小児医療における壁面装飾の可能性と今後の課題、第３回子どもの療養環境研究発表会、p.11、
2002 年 6 月
○坂戸尚子、松野朱央子、鈴木賢一、今井正次：入院中の子どもの行動と病院環境評価 - 小児慢性疾患病棟の病棟計画に関する考察 そ
の１、平成 14 年度日本建築学会大会学術梗概集（北陸）、pp.189-190、2002 年 8 月
○深津真理、永利紀美子、鈴木賢一、伊藤邦彦、近藤祥子：小児外来壁面装飾と利用者評価に関する研究、第４回子どもの療養環境研
究発表会、pp.7-8、2003 年 5 月
○永利紀美子、鈴木賢一：小児外来壁面装飾と利用者評価に関する研究、平成 15 年度日本建築学会大会学術梗概集（東海）、pp.415-
416、2003 年 9 月
○永利紀美子、鈴木賢一、篠原佳則：壁面装飾における療養環境の構築とその意味、第５回子どもの療養環境研究発表会、p.5、2004年 6 月
○篠原佳則、大石次雄、鈴木賢一：あいち小児保健医療総合センター放射線診療部での壁面装飾の効果、第 6 回子どもの療養環境研究
発表会、pp.19-20、2005 年 6 月
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究・実践に取り組んでいます。
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平成 30 年度 文化庁 大学における文化芸術推進事業
未来につなぐヘルスケア・アートマネジメント人材育成事業
医療福祉施設の環境向上を支援する名古屋モデルの全国発信を目指して

なごやヘルスケア・アートマネジメント
推進プロジェクト事務局
〒464-0083 名古屋市千種区北千種 2-1-10
名古屋市立大学北千種キャンパス内
healthcare_art@sda.nagoya-cu.ac.jp
https://healthcare-art.net

アートで 　　　　
療養環境を元気に!!

もっと

なごやヘルスケア・アートマネジメント
推進プロジェクトとは

　「平成 30 年度 文化庁 大学における文化芸術推進事業」に名古屋市立大学
から応募していました「未来につなぐヘルスケア・アートマネジメント人材
育成事業 −医療福祉施設の環境向上を支援する名古屋モデルの全国発信を目
指して−」が採択されました。
　この事業では、社会的包摂の視点から、医療福祉施設などヘルスケアの現
場におけるアートの必要性・有用性の啓発とともに、そのアートマネジメン
トのできる人材育成や組織構築の基盤づくりをしていきます。医療系・人文
社会系・芸術工学系を擁する名古屋市立大学の人材と、20 年以上にわたる
芸術工学部でのホスピタルアートの実績を活かし、幅広く名古屋市関連機関・
NPO 等と連携し、アートによる医療福祉環境の向上を目指します。

なごやヘルスケア・アートマネジメント推進プロジェクト実行委員長
名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科 教授

鈴木 賢一


