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筑波大学には、芸術と医学双方の教育研究組織があります。これは、
国立大学としては日本で唯一のものです。こうした特性を生かし、私
ども芸術組織は、過去 10 年以上にわたり、筑波大学附属病院ならび
に筑波メディカルセンター病院等との協働体制のもと、芸術による療
養環境改善の実践と研究を行なってきました。アスパラガスやパプリ
カという学生たちのグループは、医療現場で働く職員たちの助力を得
てワークショップやガーデンプロジェクトなどアートやデザインの活動
を通じてその若々しい笑顔を病院に届け、入院患者や外来患者の皆様
ならびにその家族の方たちに喜ばれてきました。

2013（平成 25）年度から 2015（平成 27）年度にかけては、「『適
応的エキスパート』としてのアートマネジメント人材の育成－病院を活
用した多様空間・異分野協働によるアートマネジメント能力の向上に
向けて－」という課題名で文化庁助成による病院におけるアートマネジ
メント人材育成に関わる実践と研究を行なってまいりました。
その過程で内外の専門家を招いて交流を重ねるとともに、病院の
アートに関する事例調査を海外の医療施設でも実施してきました。
2013（平成 25）年度にはイギリスのオックスフォード大学附属病院、
オーストラリアのウェストミード小児病院等を訪問し、特徴ある事例を

͡Ίに
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学んでまいりました。2014（平成 26）年度にはイギリスのノーフォー
ク・アンド・ノーリッチ大学附属病院において「スーパー・ナチュラル・
ガーデン」というワークショップ・プログラムを実施し、2015（平成
27）年度にはサウスミード病院（イギリス・ブリストル）において開催
されたフレッシュ・アートフェスティバルに参加しました。この二つの
事例ではアンケート調査により、筑波大学のワークショップ・プログラ
ムが、海外の病院の療養環境改善にも有効性を持つことを確認するこ
とができました。
本書は、筑波大学における「病院のアートとデザイン」の歩みを紹
介させていただくものであり、医療の現場でこの活動に関わってきた
私どもの体験や思いを収録しています。それはまた、このような活動
がどのような課題を持ち、どのように進めば良いのかを示そうとする
ものです。
これからも＜ケア×アート＝ well-being（いきいきと生きること）＞
という考えのもと、学生たちの「つくばスタイル／つくばスマイル」が
ますます輝きを放つよう、そして病院でのアートマネジメントが一つの
社会システムとして療養の場に定着していくよう、教員や研究員も実
践と研究を重ねてまいります。本書が、病院のアートやデザインに関心
を寄せる皆様のヒントにわずかでもなることができましたら幸いです。

2016 年 2 月
齊藤泰嘉

筑波大学芸術専門学群芸術支援コース担当 芸術系教授
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筑波大学共通科目「大学を開くアート・デザインプロデュース（以下、
adp）」は、学生たちが実践の場において、プロジェクトを調査・企画、
計画・設計し、実行、その後考察を通して、3C 力（コミュニケーショ
ン力、コラボレーション力、コーディネーション力）を磨くことを目標
に 2005 年に始まった。毎年、大学キャンパスから地方自治体のまち
づくりを舞台に 10 余りのプロジェクトが、5 名の教員によって企画さ
れ、学生プロジェクトチームが立ち上がり、進められている。このな
かで病院のアートとデザインは 2005 年からの継続プロジェクトであ
り adp の柱ともいえ、筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター
病院との連携を基盤に進められている。
病院は医療のために管理された空間である。ここに学生たちが入る

ことはノイズである。当初、学生の受け入れに対して病院も慣れてい
なかったため、クレームや反対の意見があったが、彼等の活動が認知
されるようになり、その存在を認められ、現在では病院側から学生チ
ームに改善課題やコラボレーションのオファーがくるようになった。活
動の継続により、病院の立ち位置もアートを提供される立場から、病
院療養空間の改善だけではなく、さまざまな課題を我々と共有化し、
積極的な協働を提案する立場に変わってきている。例えば、病院スタ
ッフの動機づくりや意識改革、アートによる健康・病気に関する啓蒙
活動で医療・看護そのものを開くこと、小児医療環境の展開、病院に

తͳॴͱͯ͠の病院
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よるまちづくりや地域施設との連携などである。
その変化は 2 つの可能性によって導かれているように思われる。ひ

とつめは、病院アートの実践の現場が病院の環境への学び合いの場と
なりうることである。アートというこれまでの病院にはなかったノイズ
の導入によって、病院という非日常の空間を日常の空間へと照らし合
わせることができ、具体的に環境を見直すきっかけが提供され、さら
には病院の仕組みの改善にもなる。そこではアートは環境を考える媒
介であり、仮説となっている。
もうひとつは、人の生きている力を実感させる、感情を沸き立たせ

るアートの力である。急性期病院で取り組まれている高度医療の世界
は専門的で複雑であり理解しづらい。また治療プロセスで医師は医療
を提供する側、患者は医療を受ける側といった立場から、能動・受動
の関係になりがちである。こうしたなかで「かわいい」「きれい」とい
った内側から沸き上がるアートへの感情は能動的であり、立場を超え
た自分らしさを確認できる機会になりうる。つまりアートはそれぞれ
の人の内側から湧いてくる生きる力を勇気づけるのではないかと思う。
人が生きる力を与えられる病院の空間はどうあるべきか。これは難

しい課題である。アートだけでは解決できないが、アートをひとつの
媒介として、病院の現場の問題をみなで学び合い、解決するなかに、
病院を創造的な場所として社会に開いていくカギがあるのではないだ
ろうか。

2016 年 2 月
貝島桃代

筑波大学芸術専門学群建築デザイン領域担当 芸術系准教授
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筑波大学は日本トップレベルの研究型総合大学ですが、
その中に体育系と芸術系を有している事が大きな特徴であ
り、附属病院では芸術系との連携が熱心に行われていま
す。昨年には附属病院内に「つくばスポーツ医学・健康科
学センター」が立ち上がり、体育と芸術を有するメリット
が活用されている国内でもあまり例のない大学附属病院だ
と考えております。
病院の中にアートがあることにより、患者さんが癒され

て病気を克服しようとする力が湧いてくるような雰囲気が
存在することがホスピタルアートの最も重要な点であると
思います。そういう意味ではホスピタルアートは真の芸術
を追求するというよりは元気の出る色彩、絵画、彫刻や小
児病棟での作品作りなどを通じて、「癒やし」あるいは「気
分転換」に特化した目的を有しており、心理学（特に色彩心理）
やカウンセリングの要素も含まれてくると思われます。

筑波大学附属病院長
দଜ໌

ϗεϐλϧアート
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また、筑波大学附属病院の芸術活動では「ゴブリン」と
いうキャラクターがしばしば登場します。この作品は注射
筒、絆創膏などを模した色々なキャラクターで、入院中の
子供たちが医療行為を怖がらないという効果も期待でき
ます。
話は変わりますが、私自身も国内外での病院勤務や見学

にて様々な病院を見てきました。一番度肝を抜かれた病院
はアーヘン工科大学（ドイツ）の附属病院です。外観はま
るで工場のようであり、とても医療を行っているようには
見えませんでした。ただ、一旦病院の中に入ってみると色
彩や内装デザインに工夫が凝らされており、患者さんはそ
れらの構造に興味を奪われて、自分が病気であることを忘
れてしまうのではないかというほどの迫力がありました。
ホスピタルアートはアートでありつつ、ヒーリングであり、

精神療法でもあります。芸術系の専門家が医療従事者と一
緒になって病院内において現場目線で患者さんの気持ちを
深く理解することによって、今後本分野が「ホスピタルアー
ト」としてさらに大きく成長していくことが期待されます。

［まつむら・あきら］

右：アーヘン工科大学の
　　附属病院 ロビー
Photo by Mcmoe／
File”Aachen_klinikum_innen.
jpg”

写真出典：https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4tsklinikum_Aachen, 「Wikipedia」より

左：アーヘン工科大学の附属病院
Photo by Mali／
File”KlinikumAachen.jpg”
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「なぜ病院でアート・デザイン活動を続けるのか」。スト
レートで根源的な疑問です。病院管理者としてぼんやりと
した感覚は持っていましたが、掘り下げて考えたことがな
かったため、これを機会に当院での活動を振り返りながら
少し考察してみようと思います。
筑波メディカルセンター病院におけるアート・デザイン

活動の起源は 2006 年頃にさかのぼります。当時の検査
室前にある廊下は、清潔で明るいのだが冷たく殺風景なも
ので、潤いや暖かみとは対極にありました。不安と緊張の
中で検査を待つ患者さんにとってホスピタリティとは程遠
い場所です。こうした光景を目にした当時のセンター長
（現・代表理事）が、“ 病院にうるおいを！”と号令を掛
けたのがアート・デザイン活動を始めたきっかけです。こ
の取り組みを始めるにあたり、筑波大学芸術系の蓮

はす
見
み
孝
たかし

教授（現・札幌市立大学理事長兼学長）にご相談申し上げ

筑波メディカルセンター病院長
࣠ஐত

ͳͥ病院Ͱアート・デザイン活動Λଓけるの͔ʁ
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ました。その頃、蓮見教授は病院をアートやデザインの視
点から変えていく「ホスピタブル・イン・ホスピタル」活動
を筑波大学附属病院で行っており、芸術系学生によるアー
トプロジェクトの実施を快諾して下さいました。2007年
3 月に有志の学生による活動がスタートし、当院と大学双
方の要望で「大学を開くアート・デザインプロデュース」と
いう講義として継続され、現在に至っています。足かけ 9

年が経過しこの活動で生まれたプロダクトは多岐にわたり
ます。その中でいくつかのムーブメントがあるように感じて
いますのでそれに沿って、私見ですが、筑波メディカルセ
ンター病院のアート・デザイン活動を類型化してみます。
　
まず、草創期を中心に展開されたプロダクトとして壁面

や廊下を飾る「うたたね」「トリトリトリ」「紙ヒコーキラボ」
「緩和ケア週間協働」「はるまちポケット」などがありまし
た。これらは、無機質な場所という陰性感情を生む環境に、
見て暖かい、読み取ると旋律になる、どこまで飛ぶか期待
感があるなどの陽性感情を生むアートを展示することが主
体でした。作品の多くは制作者（提供者）の意図があり、
見る側である顧客（外部顧客；患者、家族／内部顧客；職員、
管理者）の多くはその意図に導かれ心地よい体験ができる
ものだと思います。作品の土台の上で楽しむものですので、
長期間、複数回の鑑賞には向かないかもしれません。
次のムーブメントは、“ 病院に不足していて、あったらい

いな ” です。初期から制作者（学生）には内部顧客（職員）、
（場合により外部顧客も）をプロジェクトに巻き込みたい
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と言う願望が強く、協働を熱望していました。そこで前記
のようなテーマに沿い職員の要望を満たす形で「病院食滑
り止めマット」「はっぱテーブル」「はっぱパーティション」
が作られました。プロダクトのマットやテーブルは、使用
環境から方法、目的まで考え抜かれたもので使い勝手がよ
く、長期間使われ続けています。プロダクト一つ一つは小
品の場合が多く、既存の病院環境に埋没しがちで、癒しや
うるおいの発信力に欠ける嫌いがあります。
三つ目の動きは環境そのものの改善です。庭園や花壇整

備の「紡ぎの庭」「はじまりの庭」「おはなばたけにじ」がそ
れに当たるでしょう。紡ぎの庭は病院前の荒廃した遊歩道
を見事に蘇らせ、そこを舞台にコンサート、クリスマスデコ
レーション、花遊びなどの癒しが展開され内・外部顧客（患
者、家族、市民、職員）に多様で大きなプラスの影響を与
えています。影響力が大きい分、投資額も大きく簡単に実
行できるものではありません。また使用期間も長期に亘る
ため維持管理が大変になっています。
四つ目の動きとして、基本的な考えは三つ目と同じですが、

院内の限られた（区切られた）スペースを使いその環境を
改善し、内外顧客の自由な発想で癒しの創造を演出しても
らう取り組みです。「ひだまりラウンジ」と「こもれびカー
テン」、「つつまれサロン」、そして今取り組んでいる核医学
検査室の照明器具などが該当すると思います。つつまれサ
ロンの改修は典型的な例でしょう。その環境が持つ欠点を
「観察」と言う手法で抽出し、内部顧客が納得し協働しな
がら、どうやって外部顧客へ癒しを提供できるか研究して
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います。外部顧客のうるおいや癒しの自由度を削がない程
度の仕掛けをするには、限定された空間が丁度よかったと
考えます。反対に対象としたフィールドが小さい分、顧客向
け発信の到達範囲が狭い様です（院内の周知活動が必要）。

以上、四つの動きを一言でまとめると順番に、「飾る」「造
る」「変える」「醸す」だろうと考えています。各々に上下関
係や貴賤はないのですが、利点と欠点が存在しますし、ア
ートとデザインそれぞれが関与する度合いも異なります。
考察の中でお気づきだと思いますが、医療界、特に病院の
中で展開されるアート・デザイン活動の場合、医療従事者
は「顧客」（とりわけ外部顧客）を強く意識しています。「顧
客」にとってポジティブな結果を生むことを望んでいますし、
活動目的の必要条件に入らなければ、協力する（協働する）
モチベーションも上がりません。従って、病院管理者が、「な
ぜ病院でアートやデザインの活動を続けるのか？」と問わ
れた時、「アートやデザインにより外部顧客に癒しとやすら
ぎを与えられるから」とお答えすべきだと思います。凡庸な
結論ですが基礎となるものです。その上で、“ 病院顧客の
ためのアートとデザイン ” を考えることは、まだまだ未成熟
で未開の部分が多く、そのため「病院のアート・デザイン活
動は、その先に新しいフィールド（分野）が拓けているから」
と言う文言を加えることができると信じています。

［じくや・ともあき］
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筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院、筑波大学芸術系の 3 者
により続けて来たアート・デザイン活動について、その運営面に焦点をあて
る。両病院のデータ、組織体制の変遷、担当者による座談会、またプロジ
ェクト始動に関わった OBによるコメントを収録。
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デ
ー
タ

筑波大学附属病院

筑波大学附属病院は1976年に開院以来、先進医療や幅広い地域医療を提供しており、県
内唯一の特定機能病院として医療技術の向上に取り組んでいる。また、医師・看護師・医
療職の生涯教育を通じて、茨城県内外に多くの医療従事者を輩出している。

［病院開院日］
1976年10月1日
［おもな沿革］
1976年10月、附属病院として開院。2004年4月、国立大学法人筑波大学附属病院に改称。2012年12月、新
棟（けやき棟）の供用が開始。
［診療科］
内科、リウマチ科、アレルギー科、腎臓内科、泌尿器科、血液内科、感染症内科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、
消化器外科、臓器移植外科、内分泌・代謝・糖尿病内科、乳腺・内分泌外科、循環器内科、心臓血管外科、腫瘍内
科、神経内科、脳・神経外科、精神科、小児科、小児外科、産科、婦人科、救急科、麻酔科、形成外科、整形外科、
リハビリテーション科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科、
歯科口腔外科
［職員数］
1,877人
※2015年4月1日現在
［患者数］
外来（244日）：延数403,826人、1日平均数1,656人
入院（365日）：延数261,381人、1日平均数716人
救急患者数：2743件
平均在院日数：15.6日
※2014年度データ
［病床数］
800床（一般病棟759床、精神病棟41床）
※2015年4月1日現在
［敷地・建物］
敷地面積：98,136m2／建築面積19,908,46m2（A棟、B棟、C棟、D棟、F棟、陽子線医学利用研究センター、
地域医療システム研究棟、けやき棟）
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筑波メディカルセンター病院

筑波メディカルセンター病院は1985年に茨城県の県南・県西地域における二次・三次救急
医療施設の整備を目的として開院した。現在では、地域医療支援病院として救命救急セン
ター・茨城県地域がんセンター・災害拠点病院などの機能を持ち地域医療の中核を担っている。

［病院開院日］
1985年2月16日
［おもな沿革］
1982年5月、財団法人筑波メディカルセンター設立。1985年2月、筑波メディカルセンター病院業務開始。
2012年4月、公益財団法人筑波メディカルセンターへ移行。2015年9月、新入院棟（3号棟）竣工。
［診療科］
内科、外科、小児科、整形外科、循環器内科、心臓血管外科、脳神経内科、脳神経外科、呼吸器内科、呼吸器外科、
消化器内科、消化器外科、乳腺外科、泌尿器科、婦人科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線科、病理診断科、
緩和ケア科、救急科、放射線治療科
［職員数］
1,206人
※2015年4月1日現在
［患者数］
外来（365日）：延数188,883人、1日平均数517人
入院（365日）：延数135,618人、1日平均数372人
救急車搬送件数：4,705件（内ヘリ搬送92件）
ドクターカー出動件数：280件
平均在院日数：12.7日
※2014年度データ
［病床数］
許可病床数：453床
稼動病床数：413床（救命救急センター30床、ICU10床、緩和ケア20床、一般病床323床、小児27床、感染
病床3床）
※2016年2月1日現在
［敷地・建物］
敷地面積：15,123.5m2／建築面積37,648.4m2（1号棟、2号棟、3号棟、外来棟、ヘリポート棟）
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茨城県病院事業管理者。前・筑波大学附属病院長、2015年より現職。専門は内分泌代謝
学。米国ハーバード大学で研究に従事後、東大分院、茨城県立中央病院を経て、2002年、
筑波大学臨床医学系教授。国立大学病院初のPFIによる再開発計画を担当。

五十嵐徹也［いがらし・てつや］

ʮ病院ʯͱ͍͏ݴ༿Λりӽ͑Δ

「病院」という言葉は「病」の「建物」となってい
ます。ところが英語では「ホスピタル」。これ
は全く語源が違います。つまり日本の病院は、
社会から隔離された場所というニュアンスに
なっていた。でも、これがまちの一部と捉え
られていれば、まちと同じようにデザイン性
も工夫され発展したのではないでしょうか。
異質な世界という感じられ方は改善されてい
たかもしれない。こうした背景のもと、いき
いきとした病院づくりのために、トータルに
コーディネートされたアートは大事な要素にな
るのではないかと思います。

�

病院ΛͭくΔ͜ͱͱはɺ
ҬʹͻΖ͕ΔҩྍΛͭくΔ͜ͱ
大学の会議で蓮見孝先生にお会いしたのが
きっかけで、病院に関わっていただくことに
なりました。確か、初めにワークショップを
開いていただいて、大学院生の方々がいろい
ろなアイディアを披露してくれたのです。その
なかに、市民が自分の健康チェックをできる
ような場所をまちなかに展開するというプラ
ンを話した学生さんがいて、私は大変感銘を
受けました。「病院をつくる」というのは建物
をつくるということではありません。病院を
中心とした、その地域に広がる医療をつくる
ことだと思っていましたから。それでぜひこ
ういった学生さんたちのアイディアを発展させ
たいと、いろんなプロジェクトが病院内に展
開することになったのです。

病院͕͏ޏɺΞʔτઃܭのઐՈ

海外の規模の大きい病院の中にはインハウ
スアーキテクトという建築家を雇っています。
アートコーディネーターもそうですが、そうい
う職種が長い目で考えると医療に必要なの
です。アートや建築の専門家が四六時中病院
にいて、病院にはどういう要素が必要で、ど
の部分をどうすればよいか、日々感じ取って
いくのでしょう。日常の環境整備にも力を貸
してくれますし、立て替える際には積み重ね
た知識や情報を新しい設計に活かすことが
できます。実際のまちのような病院建築を目
指すには、そのくらいのことが必要だと感じ
ています。

「シンポジウム 病院のアートを育てるために」より（2014年1月29日）
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「.tud」による活動の導入期
筑波大学附属病院（以下、病院）における筑波大学芸術系（以下、芸術系）
のアート・デザイン活動は、プロダクトデザインの教員が 2002 年に立ち上
げた「.tud（ドットタッド）」（筑波ユニバーサルデザイン研究会）による取り
組みから始まった。教員は院内のアブノーマルなものやことをノーマルにして
生活の場に変えていこうとするノーマライゼーションの試みを実践しようとし
た※1。しかし、学生らが院内見学を病院に要望した際には、窓口の病院職員
から白衣の着用を求められるなど、芸術系との協働による見通しや効果につ
いて病院としては分からない状態であった。次第に入院患者が季節や時間を
感じられるように実施されたクリスマスリースづくりなど季節のワークショッ
プが看護部を中心に受け入れられるようになっていった。

「アスパラガス」による活動の定着期
2005 年になると、大学の授業「adp（大学を開くアート・デザインプロデ

ュース）」※2の一環として病院で活動を行う学生チーム「アスパラガス」が発
足した。アスパラガスは、まず成人病棟ボランティアに入り病院におけるア
ート・デザインのあり方を模索しながらワークショップを実施した。そして渡
り廊下を改修しアートで彩られた患者らの居場所として、アートステーション
「SOH（Seeds of Humanity）」を出現させた（2007年）。その後もア
スパラガスは患者の五感や創造性を刺激するようなワークショップを SOH

や病棟で継続的に開催し、活動に対する病院職員の受け入れ体制やアスパラ

1筑波大学附属病院

アート・デザイン活動の内容と組織体制の変遷　｜　岩田祐佳梨
ここでは、筑波大学のアート・デザイン活動について、活動内容と組織体制の変遷を病院
ごとに述べる。筆者は草創期より学生としてアート・デザイン活動に携わり、現在では病
院のアート・デザインコーディネーターを務める。
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ガスの認知度が向上した。企画内容は看護部職員、芸術系教員、学生など
が参加する「プロジェクト会議」によって合意形成がとられた※3。病院側の担
当者としては、看護部が病棟内でのワークショップの調整を行っていた。当
時の看護部職員は、アート・デザイン活動について学生が医療現場における
アート・デザインのあり方を学ぶ教育の場として捉えており、病院から要望が
出されることはなく、実施内容は学生に任せられていた。当時の制作費など
の予算は芸術系の教育予算と病院の予算から捻出された。

けやき棟建設に伴う芸術系教員の参入期
これらの活動を踏まえて、新棟であるけやき棟の建設時に芸術系との協働
によるアートを導入することとなった。そこで 2011年に建築デザインの研究
室がコーディネーター役となり、特に実施が望まれた小児病棟の職員らとの
ワークショップを実施して、内装のイメージ形成を支援した。翌年には芸術
系各分野の教員、病院職員、建設事業者による「アート連携部会」が結成さ
れた。竣工時には洋画、彫塑、書、総合造形、情報デザイン、生産デザイン、
環境デザイン、建築デザインといった多分野の教員が担当する演習授業や研
究活動の成果物として、小児病棟の内装のデザインや、院内各所における作
品展示が展開された。これらは全て病院予算で実施された。

けやき棟竣工後の協働体制の構築期
2012 年にけやき棟が竣工した後も芸術系と病院による協働体制を継続し
ていくために、学生チームの活動を支援するプロジェクト会議とけやき棟建
設に伴うアート連携部会が統合され、「病院のアートを育てる会議」となった。
病院でのアート・デザイン活動に関わる教員や学生の人数が増え、専門分野
が多岐に渡るようになると、活動全体をまとめ芸術系と病院をつなぐ役割の
人物が必要となり、2013 年にアートコーディネーターが病院総務部整備推
進課に非常勤職員として配属された。アートコーディネーターは、会議の運営、
芸術系と病院双方の窓口、活動の院内広報等を業務として行っており、アス
パラガスの活動、けやき棟竣工時から継続している洋画、書、写真、映像作
品などの展示活動、文化庁助成事業による「附属病院前ガーデンプロジェク
ト」「アーティスト・イン・ホスピタル」など新規の活動を取りまとめている。
現在は 2 名体制で、月に合計約 10 日間勤務している。これらの費用は病院
の予算として毎年度承認されており、アートコーディネーターが年間予算を病
院に計上し、芸術系教員が担当する実施プロジェクトごとの分配分を調整し
ている。
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「フロンティアーズ」による展示活動の導入期
筑波メディカルセンター病院（以下、病院）における筑波大学芸術系（以下、
芸術系）のアート・デザイン活動は、病院の当時のセンター長が冷たい院内
の雰囲気を温かみのある場所に変えたいとプロダクトデザインの教員に相談
したことがきっかけである。2007年に検査室前の殺風景な廊下を舞台に学
生が展示することから始まった。当初、病院職員は活動への関心は低く、前
例のない取り組みに対して展示の必要性や批判の声が活動の担当者である広
報職員（以下、担当職員）へと寄せられた。この展示活動は、adp の学生チ
ーム「フロンティアーズ」によって 2011年まで継続され、鳥や飛行機が天井
一面に飛んでいる展示など浮遊感や季節をテーマにした展示が年に複数回実
施された。こうした展示内容や患者の反応によってアート・デザイン活動は
次第に病院職員に受け入れられるようになり、好意的意見がみられるように
なる。展示の企画内容については、幹部職員を中心に構成される病院の委員
会組織が活動の検討や支援を行うことになり、委員会職員と芸術系の教員、
学生による「プロジェクト会議」によって議論された。活動当初から制作費な
どの予算は病院によって捻出されており、年間予算の上限は決められていた。

「パプリカ」によるものづくりの実践期
2009 年からは adp の学生チーム「パプリカ」によって、待合室や病室で

患者や家族が実際に使用するサイドテーブル、パーテーション、病院食の滑
り止めマットなどの提案・制作が実践されるようになった。実際に使うもので
あるため、学生と医事外来課や管理栄養科などの各関連部署の職員で個別
の打ち合わせが実施されるようになり、病院職員が自身の経験や患者の視点
で活動に意見をするようになった。担当職員は、これら病院職員の活動に対
する意識について考察し、無意識、好意的傍観、協働と当初からの変化を述
べている※4。しかし、病院職員からの学生に対する期待値や求める内容が高
くなる一方で、担当職員や院内の委員会組織は学生の教育の場として機能し
ながら病院の課題に向き合う活動にするためのプロジェクトのあり方につい
て把握することが困難になっていった。

2筑波メディカルセンター病院
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プロセスを重視するソーシャルデザインへの展開期
そこで 2011年から、活動のマネジメントを行い、病院と芸術系をつなぐ
役割を担うアートコーディネーター（筆者）が週に 1日勤務する法人直属の
非常勤職員として配置された。2012 年から 2 年間かけて改修された「つつ
まれサロン」では、病院職員の環境に対する意識の向上を目指して、職員参
加のワークショップが開催され、学生が病院の課題を捉えた上でデザインす
るために調査や観察が実施された˞5。さらに病院と芸術系が対話を重ねてあ
るべき方向を見つけるためにプロジェクト会議が十数回開催されるなどプロ
セスが重視されるようになった。こうした長期プロジェクトでは、1年目に改
修内容を決定して病院で予算化し、2 年目に実施している。「つつまれサロン」
は、社会をよりよい方向に導くためのソーシャルデザイン分野で「いばらきデ
ザインセレクション 2015」知事選定を受賞した。また、最近では学生チー
ムによる活動だけではなく、サイン改修や中庭の整備など委託研究として芸
術系の教員、研究員が専門的に取り組む研究活動もみられるようになった。
さらに、2012 年から年に 1度「アートカフェ」が開催され、病院職員と芸
術系の教員や学生が交流し、院内のアート・デザインについて対話する場が
設けられている。会議、アートカフェ、ワークショップの運営、活動の院内広報、
院外広報など活動のマネジメント業務は、担当職員とアートコーディネーター
が行っている。さらにアートコーディネーターは、芸術系と病院双方の窓口、
学生のティーチングアシスタントを担当している。

いわた・ゆかり
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程、筑波メディカルセンター病院 
アート・デザインコーディネーター

1） 蓮見孝『ポスト「熱い社会」をめざすユニバーサルデザイン―モノ・コト・まちづくり』、 工業調査会、2004年
2） 「adp」とは芸術系の教員が担当する授業であるが、芸術系の学生だけでなく、全学学生に開かれた演習授業である。
専攻も学年も多様な学生たちでチームを組み、プロセス参加型実践プログラムとして、大学内外を実践の場として
活動している。2005年～2008年まで文科省「特色GP」に採択され、補助金終了後もカリキュラムが継続して組
まれ、授業として行われている。＜http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~adp/＞
3） 一ノ瀬彩、貝島桃代「筑波大学附属病院アートステーション『SOH』を中心とした空間改善の継続にみる学生の活
動と組織構成 : 学生参加によるアート・デザインを用いた大学キャンパス改修の実践」、『 2.日本建築学会技術報告集』、
第15巻、第29号、pp.335-338、2009年
4） 長島明子「病院にうるおいを -職員の思いとアートをどうつなぐか -」、アートミーツケア学会（編）『病院のアート
―医療現場の再生と未来 （アートミーツケア叢書）』、アートミーツケア学会、2014年
5） 岩田祐佳梨、貝島桃代、花里俊廣「急性期病院の療養環境改善における共用空間の改修 -筑波メディカルセンタ
ー病院における『つつまれサロン』を事例として -」、『日本建築学会技術報告集』、第22巻、第50号、pp.237-
242、2016年
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各病院のアート・デザイン活動の組織体制（2016年2月時点）

両病院におけるアート・デザイン活動はおもにコーディネーターを介して運営されている。筑波大
学附属病院では月に一度の「病院のアートを育てる会議」、筑波メディカルセンター病院では月に
一度程度の「プロジェクト会議」、年に一度の交流会「アートカフェ」にて、アートやデザインに
関する審議や報告、意見交換などが行われている。こうした会議や交流会を通し、各プロジェク
トが実施されている。
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厚生労働省関東信越厚生局茨城事務所 保険指導看護師。前・筑波大学附属病院看護部管
理室顧問。附属病院にてアート・デザイン活動が始まった当初から病院内や教員・学生と
の調整を行った。現在は茨城県内の各病院にて診療報酬上の看護関連施設基準等の審査・
指導を行う。

三ケ田愛子［みかた・あいこ］

έΞ͞ΕΔଆ͔Β͢Δଆ

昔は平均在院日数も長くて、1、2年の長期
入院の方も多くいました。それだけ病院にい
ると、自分は社会には不要な人間なんだと
か、疎外感を感じたりする。入院中はみんな
にお世話してもらって、家族にも迷惑をかけ
て申し訳ないとか。言葉に出さずとも感じて
いるのではないでしょうか。そういったなかで、
自分がワークショップでつくったものがお土産
として渡せたり、家族も一緒につくったりし
て会話が生まれるのです。

�

ͼΛҾ͖ग़͢ྗت

私たちは看護の知識を使って患者さんを良い
状態にしたいと思うけれど、人としての喜び
を引き出してくれる力が、きっと芸術を学ぶ
人たちにあるのではないでしょうか。もっと
いろいろな形で病院に介入してほしい。多く
の可能性を秘めていると思っています。

ʮࢣޢʯରʮऀױʯ͔Β
ʮਓʯରʮਓʯʹなΔ
以前のワークショップのとき、認知症のおじ
いさんが参加してうちわづくりを一緒にやっ
たのですが、つくっているときは認知症の“に”
の字もないくらいに真剣に取り組んで素敵な
作品ができました。ご本人は「すごいね、き
れいにできたね」と言われてにっこりされてい
たけれど、普段担当している看護師にとっても、
患者さんを見る視点が違ってくると思うんで
すよね。
「看護師」対「患者」という関係から、「人」対
「人」になる。一人の人間としてのいろんな側
面を引き出してくれるのです。

ࣗのଘ͕ࡏ活͔͞ΕΔ

以前、長期入院の患者さんに言われ、鮮明
に覚えている言葉があります。あるときアス
パラガスの活動が新聞に取り上げられて、患
者さんのコメントも掲載されたのです。そう
したらその人が涙を流して喜んで。「自分が
社会に復帰できた気がして嬉しい」と。思い
がけない感想でした。ワークショップをして、
つくったものをあげて喜ばれたり、自分の存
在が活かされる。そうした場の重要性に気づ
きました。

インタビューより（2014年8月21日）
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高橋貞子＋篠崎まゆみ＋渡邊のり子＋新谷美和
 ｜ 聞き手：齊藤泰嘉

筑波大学附属病院でアート・デザイン活動に携わる看護部の高橋貞子氏、
篠崎まゆみ氏と、同病院アートコーディネーターの渡邊のり子氏、新谷美和
氏にそれぞれの立場から活動について話を聞いた。それぞれの役割や関係性、
活動によって生まれた変化、課題や今後の可能性についても語られた。

病院のアート・デザイン活動を
支える役割とは

座
談
会 筑波大学附属病院

新谷美和
2014年より筑波大学附属病院にてアー
トコーディネーターを務める。そのほか、
企業のCSR部門にて子どもを対象にした
ワークショップの企画、実施等を行っている。

［しんたに・みわ］

高橋貞子 筑波大学附属病院看護部顧問。2014年、
前職である副看護部長就任時より病院内
のアートプロジェクトに携わる。

［たかはし・ていこ］

篠崎まゆみ
筑波大学附属病院総務担当副看護部長。
前担当は精神神経科。2015年、現職就
任時より病院内のアートプロジェクトに携
わる。

［しのざき・まゆみ］

渡邊のり子
2013年より筑波大学附属病院にてアー
トコーディネーターを務める。そのほか、
訪問介護事業所にて訪問介護スタッフとし
て働いている。

［わたなべ・のりこ］

齊藤泰嘉 筑波大学芸術系教授。芸術支援コース担
当。2012年より附属病院と芸術系の取
り組みに参加している。

［さいとう・やすよし］
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プロジェクトを運営する仕組み
齊藤：今回はプロジェクトの運営という側面からみた病院のアートについて

お話しいただけたらと思います。さまざまなプロジェクトを具体的に進めるな
かで、それを支える「病院のアートを育てる会議」（以下、病院アート会議）
も非常に大事な会議で、私たちも含め、病院のアートを担当するさまざまな
立場の人たちが一堂に会する場が月に一度設けられています。会議も含めて
それぞれ現場の立場から、この病院におけるアートプロジェクトについてお話
しいただければと思います。

高橋：私は 3 年前に副看護部長になり、現在では看護部顧問を務めていま
す。アスパラガスの活動については副看護部長になる以前から知っていまし
て、患者さんだけではなくそのご家族にとっても病院の中に癒しの場があるこ
とはとてもいいな、と思っていました。副看護部長になってからは病院アート
会議に参加することで、自分の意見を言えるようになりました。
当時、精神神経科の師長さんだった篠崎さんから、病棟での患者さん向け
のワークショップや病室の環境改善を考えている、といった情報を得て病院
アート会議でその話を持ちかけ、アスパラガスにお声掛けし実現したことが
ありました。基本的に私の役割としては、病棟の各師長から環境に関する問
題点やアートでやりたいことを引き出し、芸術系の先生や学生につなげること
かなと思っています。また、芸術系から提案された企画についてどういう人
が参加できるのか、どのくらいの人数で参加できるのか、また学生が何を望
んでいるのかを考えながら調整することが大事です。各病棟と芸術系の日程
調整の仕事もありますね。

齊藤：現場の声を吸い上げるということですね。

篠崎： 私は昨年まで精神神経科にいましたが、病棟の無機質な環境とさま
ざまな制限のなかで、患者さんたちが社会とつながるものは何かないだろう
かとずっと考えていました。アスパラガスの存在は知っていたので、一緒に何
かできないかと依頼しましたら、快く引き受けてくれました。そして、私たち
治療者の意向を取り入れてもらいながら企画を考えてもらい、二度のワーク
ショップを行いました。
ワークショップでは患者さんの表情が変わるんです。健康な部分が引き出

されるというか、そういう感じです。健康な部分が出てきていることは、社
会復帰につながるのです。実際に世の中にある偏見のようなものを越えたつ
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ながりを持てたと感じています。
病院内のワークショップでは、どこかで聞きつけた親子連れが見に来たり
と、病院のなかでも大きな存在になってきているように思います。

齊藤：学生たちによるワークショップが療養環境の改善や、患者さんにとっ
て社会とのつながりをつくることに少しでも役立っているようで嬉しいです。
病院アートコーディネーターは、日本ではまだまだ少ない職業だと思います
が、附属病院ではようやく一つの職種として認められるようになりました。今
度はアートコーディネーターのお二人から関わってきて思うところなどお話し
いただけますか。

渡邊：私はこの病院のアートコーディネーターを始めて２年半になります。
最初は右も左も全くわからない状態で始めましたが、だんだんと病院内の事
情が分かるようになり、ようやく動きやすくなってきたという感じがしていま
す。
ただ問題点も感じています。近隣の筑波メディカルセンター病院は民間と

いうこともあり、職員の異動が少なく、同じ職に何年も就いている方がいらっ
しゃいます。すると現場の知識やノウハウも蓄積されると思います。しかし附
属病院は組織の体制上、一度一緒にプロジェクトをして雰囲気を分かっても
らってもすぐに異動になり、新しく来た担当の方が事情がわからず困っている

「病院のアートを育てる会議」2014年
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様子もよく見ます。そこがすごくもったいないと思っている部分です。それは
学生も同じで入れ替わりが激しいため、もう少し同じ人が継続する仕組みを
考え、経験値が積み上がることでプロジェクトも成長できるといいと思います。

齊藤：学生も卒業するし、病院職員も異動するなかでアートコーディネー
ターは変わらない立場にあり、つないでいるのですね。では新谷さんはアー
トコーディネーターに就任されて１年ほどですが、いかがでしょうか。

新谷：この仕事に就いたのは、さまざまな人がアートと触れる機会をつくり
たい、という思いが根底にあったためですが、私自身はこれまで病院とは縁
遠く、初めは病院で働く仕事といってもわからない部分が多くありました。実
際にここで仕事をするようになって、たとえば作品が展示されているのを見て
患者さんやそのご家族の表情が変わるのを初めて目の当たりにしました。非
常にいい経験をさせてもらっていると思います。治療や病気のことで気持ちが
沈んでしまった部分が解放されるとこんなにも表情に現れるのか、と。
全員がハッピーになる場をつくることはなかなか難しいと思いますが、そこ

を少しでも解消しながら無機質なイメージのある病院のなかでみんなが「楽
しい」とか「安心できる」という場をつくるのが自分たちの仕事の大事なとこ
ろかなと思い始めています。

「小児科でのアニメーションワークショップ」2014年
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 「健康的な部分」を広げる
齊藤：それも療養環境の改善ですね。2012 年にけやき棟ができたときに、
学生だけではなく芸術系の教員も病院と一緒に何かできないか、ということ
で教員の関わりが本格的に始まりました。医療分野と芸術分野ではカルチャ
ーが違います。書を展示しようと思ったら「これは葬儀のお経のように見える
のですが……」という指摘が病院側からありました。これでは病院で一緒に
何かをするのは難しいんじゃないか、と感じた芸術系教員もいたと思います。
でも、我々も病院のカルチャーをもっと学ばなければいけないんだ、と思い
「これはお経ではなく中国の漢詩で、非常に前向きなことが書いてあるから
その解説もつけましょう」といったようにいろいろな工夫をしてここまでやっ
てこれました。それで、やはり両方をつなぐ立場の人がいるだろうと、すでに
筑波メディカルセンター病院に配属されていたように、アートコーディネータ
ーが附属病院にも必要なんじゃないかと考えました。アートコーディネーター
を採用する際に三つの条件を出しました。一つ目は病院の事情をある程度知
っている人、二つ目はアートについて知っている人、そして三つ目は学芸員の
資格を持っている、あるいはそれに近い勉強をしている人。それで最初に渡
邊さんが採用されました。こうしてアートコーディネーターが設置されて 3 年
目ですが、そのなかでみなさんが関わりながら運営面で思うところをお話し
いただけますか。

アスパラガスと看護師のミーティングの様子
2014年

アスパラガス「夏のおさんぽ会」2011年

アスパラガス「まちなみを描こう」2013年
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高橋：いろいろなプロジェクトを振り返ると「アーティスト・イン・ホスピタ
ル」で展示した、ボールがクルクル回る木琴のような、つちやあゆみさんの
作品（→ p.54）は音が出るというのがよかったです。人通りの多い 1階の待ち
合いの付近で展示しましたが、場所選びは重要な点だと思いました。
もちろん患者さんのなかには体調が悪いので、座っているソファのそばで
大きな音が聞こえるのは辛いというご意見も出ました。
ただ、良い意見も悪い意見も出るだろうと思いながら、患者さんやご家族
を見ながら、言いたそうだったらそばに寄って話そうかなと思っていました。
特に入院患者さんは美術館に足を運ぶのは難しいですし、芸術を見る機会
はほとんどありません。もちろん病院で働いている職員も芸術とは縁遠いも
のです。そういった意味で患者さんにとっても職員にとっても世界が広がりま
す。またアーティストが、この病院の中で作品を展開できたのは素晴らしいこ
とだと思います。
それから、参加できるというのも、何かをつくり上げることにもなりますの
で、関わった経験は忘れないでしょう。病院にいる方々は、いつも何かを抱
えている人たちなので、作品に関わったり参加できたりすることはとても大事
だと思っています。参加することで社会へのつながりを実感できますし、何か
を表現する場所があると、それが心身の健康的な部分をもっと広げてくれる
のだと思います。

齊藤：病気だとしても、健康的な部分を広げるという考え方は素晴らしい
と思いました。精神神経科でのワークショップを提案された篠崎さんにもう
少しお話いただけますか。

つちやあゆみ「輪唱の○」2015年
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篠崎：アスパラガスが考えてくれた一つ目のワークショップは、窓にま
ちをつくる、というものでした（→ p.88）。落書きなど普通はしませんし、
病院の窓に絵を描くなんてそうそうできることではないですよね。そうい
う自由な体験をできたことで、病気に苦しんで入院生活を送る患者さんた
ちの世界が広がったのではないでしょうか。二つ目は「コップタウンをつく
ろう」（→ p.88）ということで、プラスチックカップのなかに自分の好きな世界を
つくるワークショップです。世界を広げるために学生がいろんな材料を用意し
てくれ、患者さんは自由に世界を演出できる体験をしました。普段の患者さ
んの様子と比較しますと、やはりその瞬間は健康的な部分が引き出されてい
る感じがします。できれば年に１、２回入れていただけるといいなと思ってい
ます。

齊藤：「患者さんの世界が広がる」というのが一つのキーワードですね。
渡邊さんや新谷さんも、これまでのプロジェクトで新しい発見などはありまし
たか。

渡邊：今年のプログラムのなかで「アーティスト・イン・ホスピタル」は、
影響が大きいものだったと思っています。つちやさんの作品は音が出る作品
をあえて人の往来が激しいところに設置するというオープンな取り組みだった
一方で、堀さんは作家と患者さんの距離が近く対話を重視した作品でした。
患者さんも歓迎してくださる方、警戒する方と両者いるなかで、こちらも経緯
を説明し、コミュニケーションをとって進めました。そして飯田さんは、高さ

アスパラガス｢はなさかとけい｣ 2014年

アスパラガス｢コップタウンをつくろう｣
2013年
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3m ほどの大きな作品を、人通りの多い場所に置く計画でした。
こうして三者三様で、それぞれ成功したと思いますが、病院という場に対し
て三つの方向からアプローチがあったのが今までにないプロジェクトだったと
思います。病院というと安全面でハードルが高かったり、患者さん個々人への
配慮があったりで非常に制約が多いのですが、やってみたら意外と認めても
らえました。それはもちろん作家の自信にもなると思うし、病院の職員や患
者さんの、アートへのイメージに対するハードルを下げてくれた取り組みだっ
たと思います。

新谷：堀さんは病室でのクローズドな作品に対し、つちやさんや飯田さん
は病院のなかでも最もオープンなエントランスの辺りで展示をするという両極
端なプロジェクトでしたね。特に後者は、設置や搬入の方法、また展示中の
管理について、さまざまな職員との調整が必要で、密に連絡をとっていまし
た。医事課の職員は、初めは色々と心配していましたが、いざ展示が始まる
と様子を頻繁に見に来るなど作品を見守ってくれていた印象があります。職
員自身もアートによって癒される部分もあります。さらに、実際に患者さんや
ご家族の反応を、一つひとつ職員にも伝えていくことが大事なんだろうと思い
ます。

病院にとってのアートの役割と可能性
齊藤：では、最後にアートの導入後の効果や課題、何を大切にしながら仕
事をされているかなど伺えますか。

飯田瑠璃子「Animal×Life-きりんのフレディ、うさぎのマーシー、
ねこのトム」2015年

堀真実「光の出張便」2015年
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高橋：やはり患者さんや職員も含め、どのようにより多くの人を巻き込んで
いくか、というのが課題かと思います。そのためには各々に何かしらの役割
を持ってもらうのが大事です。病院は「医療の質の向上」と「安全」が大きな
命題ですが、そのなかで、経営と芸術は相反する部分もありますよね。です
のでこうした芸術の活動をどのように職員と患者さん双方にアプローチできる
かが一つの課題です。
もちろんアーティストたちを育てるという側面もありますので、病院側が資

金を出してでもアーティストを育てていく、という意識を持ち続けられれば、
というのが私の願いです。おそらく作品はいろいろな人の目に触れることが大
事だと思うので、どんどん展開し、研究し、結果を示すのも必要ですね。

齊藤：芸術を育てるというお話、ありがたいです。ただプロジェクトをやっ
て終わりではなく、同時に考察していく必要があること、共感いたします。篠
崎さんはいかがですか。

篠崎：まだ担当になってから半年ですが、仕事の中で大切にしているこ
とは、つながりです。治療においても、患者さんとドクターをはじめとする医
療者を上手につなぐことが必要です。アートのコーディネートにおいても、高
橋さんが言ったように人を巻き込んでいく手助けができるといいと思います。
アートに関しては、患者さんが治療の世界からフッと抜け出してホッとでき

るような作品が、病院のそこかしこにあったらいいですね。いつも治療や病
気のことしか考えられないような現実から、別の世界に飛んで「今」を一瞬
忘れられるような作品がたくさんあるといいなと思います。

アートステーション｢SOH｣2014年
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齊藤：医療や看護の立場ならではの貴重なお話ありがとうございました。
では、渡邊さんと新谷さんはアートコーディネーターの立場から課題や展望
についてお願いいたします。

渡邊：先ほども言いましたが、一つはやはり学生がすぐに入れ替わってしま
うことがもったいないと思っています。
それから病院でのアートやデザイン活動では、もちろん安全面は絶対に守

ってほしいですが、それに縛られ過ぎてほしくない、という矛盾した思いもあ
ります。
病院のような非日常の空間に、日常の生活を感じる場所や自分と向き合え

患者さんにとって温かい病院であり続けたい

四季折々の草花やかわいらしい動物のオブジェで迎えてくれ
るガーデンのアート、院内の絵や書の展示など、本学ならでは
の活動です。特に、森や動物の絵が描かれた小児科病棟やフ
レスコ画が彩る患者図書室は、患者さんと看護師との会話の糸
口にもなっています。
病院アートは、患者さんが入院生活の寂しさや不安を少しで

も癒すことができますように、また外来受診の患者さんがアー
トを楽しみにしていただけますように、という病院と芸術系と
の共通の願いです。
筑波大学附属病院は、患者さんにとって医療もスタッフも病

院空間も温かい病院であり続けたいと思っています。そのため
には、病院と芸術系とで、方針や安全性などを話し合い、知
恵を出し合いながら、より良いものを目指していくことが必要
だと思います。これからも力を合わせて患者さんのために活動
していきたいと思います。

小泉仁子
［こいずみ・ひとみ／看護・患者サービス担当副病院長・看護部長］
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る時間を提供することが、病院のアートの役割なのではないかと思っていま
す。もちろん、ただ病院に寄り添うあまり、表現を押さえつけるようなことは
したくない、という思いもあります。そのバランスが私にとっても課題ではあ
りますが、病院側にとっても作家側にとっても良い経験になるよう、私自身も
努力していきたいです。

新谷：私はアートコーディネーターから発信していくことも大事だと思って
います。病院内の常設展示や病院前ガーデンも 1年に何度かの展示替えがあ
りますが、それを知っている人がこの病院の中でどのくらいいるのかと考える
と、まだまだ知られていない。来院される方や職員に向けて発信することで、
アート活動への理解にもつながります。

高橋：まずは職員向けの病院アートツアーをやるのはどうでしょうか。作品
について、詳しく知りたいと思っている人もいると思います。単に見るだけで
はなく、例えば、あの書はこういう意味があるという解説があると、作品に
対する理解が深まります。そうすると、参加した人たちはきっと広めてくれる
と思います。アートが好きな人もいるから、その辺りからターゲットを見つけ
るのも手です。むしろ、その人たち自身に語ってもらう場をつくるとか。患者
さんへの周知はその次の段階かもしれません。

齊藤：やっていることを組織の内外に知ってもらうということは、シンプル
ながらとても重要なことですね。看護部の皆様も日々の業務がありますし、
アートコーディネーターは週に 1～ 2日の勤務といった多忙ななかで、さま
ざまな人を巻き込みながら進めていくのは苦労が多いと思いますが、今後の
ますますの活躍に期待して、この座談会を終わりたいと思います。

［実施日時：12 月 24 日（木）14:00-15:00／場所：筑波大学附属病院］
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アートコーディネーター。2007年、筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。学生
チーム「アスパラガス」の立ち上げに関わり、2005年から2007年まで在籍し筑波大学
附属病院での活動に取り組む。現在は、石川県金沢市でアートコーディネーターとして活動。
自身のアートスペースを運営する傍ら、アート・工芸に関する事業に携わる。

齋藤雅宏［さいとう・まさひろ］

�

ʹͭな͍͛ͯくͨΊのഔհ࣍

アートステーション「SOH」の空間は、学生に
とって活動をするきっかけとなる場にしたかっ
た。まちをデザインすることと同じように終
わりはないプロジェクトになると感じました。
自分たちが卒業しても活動が続くためにはバ
トンを次に渡さなければならない。いかに次
の世代に継いでいくかということは考えてい
ました。学生が病院で、いきいきと楽しく創
造的な活動を行うことが、病院に関わる人を
変えていき、環境にも変化をもたらすことを
イメージしました。そういった場から生まれる
活動の広がりを期待していましたが、今の学
生の活動が想像以上の広がりになっていて驚
いています。これからの活動も楽しみです。

ֶੜνʔϜ
ʮΞスύϥΨスʯのはじまり

「生命力が溢れる感じにしたい」「病院の空間
は白いけれど、周りには緑が多い環境だか
ら『白と緑』」など、名前を決めるためにキー
ワードをいろいろと出し合って、そのなかで
「“アスパラガス”がいいんじゃないか」という
意見が出ました。病院の環境を変えるために、
建物を変えることは考えませんでした。場所
に関わる人に変化が生まれることが、環境の
変化になると考えました。そこにアートやデ
ザインが関わる可能性と、自分たち自身が病
院に関わることのワクワク感を感じていました。
始まった当初、アスパラガスのチームは病院
にとってはよそ者でしたので、そのドキドキ
感もありました。

病院ʹֶੜ͕ؔΘΔͱ͍͏͜ͱ

人の命が関わる閉ざされた現場の中で、患
者さんだけではなく職員の疲労やストレスを
みて感じとれました。ある看護師さんの「患
者さんのなかには先のない人もいる。そのな
かで、先のあるこれからの若者が入ってくる
ことがすごくうれしい」という言葉は今でも
覚えています。僕らが関わる意味が、少し分
かったような気がしました。僕らが病院で取
り組むアートとデザインは、作品やものでは
なく方法なのだと感じました。

インタビューより（2014年6月26日）

まͣは院ϘϥϯςΟΞ͔Β

イベントを企画する前にまずは病院を知る必
要があると考えて、院内ボランティアに参加
しました。患者さんの寝返り介助や配膳の
手伝い、スタッフステーションの掃除など。ス
テーション内にある排泄物を入れるタンクを
掃除したことを今でも覚えています。活動を
通じて、人、建築、システムなど病院を形成
している要素はたくさんあることを体で感じ
ることができて、この経験は大きかったです。
このことがすぐに企画に活かされるとは思い
ませんでしたが、少なくとも自分のふるまい
が病院の一部になる感触を得られたのは良
かったと思いました。
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長島明子 + 岩田祐佳梨 ｜ 聞き手：貝島桃代

筑波メディカルセンター病院でアート・デザイン活動の支援を担当する広報
課の長島明子氏と、同病院アート・デザインコーディネーターの岩田祐佳梨
氏に現場の運営について話を聞いた。コーディネーター職設置の経緯や仕事
内容、病院と芸術をつなぐ自主企画の効果、また今後の課題や展望について
も語られた。

現場職員の気づきや課題から、
改善に向かうデザインプロジェクト

座
談
会

長島明子 公益財団法人筑波メディカルセンター広
報課課長。2006年の病院内アート・デ
ザイン導入時より関わる。依頼、筑波大
学芸術系学生とのアート・デザイン活動に
おける病院と大学の調整と企画運営に携
わる。2013年 4月より現職。

岩田祐佳梨
公益財団法人筑波メディカルセンターにて
アート・デザインコーディネーターを務める。
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士
後期課程在籍。2006年よりアスパラガ
スとして活動、現在は芸術分野と病院の
協働による継続的な環境改善について実
践と研究に取り組んでいる。

貝島桃代 筑波大学芸術系准教授。建築家。塚本由
晴とアトリエ・ワンを共同主宰。2005
年より授業「大学を開くアート・デザイン
プロデュース」をきっかけに病院でのアート・
デザイン活動を担当する。

筑波メディカルセンター病院

［ながしま・あきこ］

［いわた・ゆかり］

［かいじま・ももよ］
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病院と大学をつなぐ役割
貝島： 病院でのアート・デザイン活動の運営面から、どういう役割で関わ

っておられるか、まず長島さんの方からお話いただけますか。

長島： 筑波メディカルセンター病院の母体は、公益財団法人筑波メディカ
ルセンターです。私はこの法人の広報課長という職にあって、アート・デザイ
ン活動では病院側のマネジメントを担当しています。
アート・デザイン活動は、2006 年、当時のセンター長だった中田義隆先

生（現・代表理事）の「病院にうるおいを」という思いから始まりました。初
めての取り組みで担当部署がなく、院内環境の改善に関心のあった私が病院
と大学のつなぎ役としてスタート時のメンバーに指名されたという経緯です。
プロジェクト開始からの 9 年で私の所属部署は変わったものの広報を担当し
ながら、そのなかでアート・デザイン活動に関わらせていただいています。
業務としては、今はアート・デザインコーディネーター（以下、アートコー

ディネーター）の岩田さんと連携して、主に資金面の運営、プロジェクト会
議の運営、アートやデザインに関わるプレゼンテーションへ職員の参加を促
したり、そのほか職員や対外的な広報活動を行っています。また最近では病
院におけるこの取り組みが外部に評価される必要性を強く感じており、院外
や法人外に積極的に発信し、どのように評価されているのかを職員にフィー
ドバックするようにしています。

貝島： ありがとうございます。続きましてアートコーディネーターの仕事に
ついて岩田さんにお話しいただけたらと思います。

岩田： 私は 2011年からアートコーディネーターという職に就いています。
病院と芸術系が協働で実施している中心的なアート・デザインプロジェクト
は、おもに筑波大学の「adp（大学を開くアート・デザインプロデュース）」
という授業の一環として行われているものです。

フロンティアーズ「うたたね」2007年 パプリカ「はっぱパーテーション」2011年
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病院では、長島さんや病院長である軸屋智昭先生（以下、軸屋先生）と相
談しながら職員への広報や会議の運営を行っています。大学では、病院での
アートやデザインはどのようなプロセスやデザイン的配慮が必要かを指導す
る先生のティーチングアシストとして学生をサポートしています。そのため、
学生へ病院側の意見を翻訳して伝えると同時に、病院側へ学生や教員の意向
を翻訳してフィードバックするという、プロジェクトの調整役です。プロジェ
クトをどのようなスケジュールで進めるか、誰がどのように関わると上手くい
くのか、長島さんや軸屋先生などの病院側、そして貝島先生や学生など大学
側の双方と相談しながらプロジェクト全体のマネジメントを行っています。

貝島： adpで関わっているもの以外に病院主体で行っているプロジェクト
についてはいかがですか。

岩田： たとえば 2014 年に行った、ゴブリン博士の「さくらゴブリンをつく
ろう！」（→ p.55）では、まず工事の仮囲いによって暗くなった廊下をどうにかし
たいという職員からの相談を受け、どういうプロジェクトにするのがいいかを
考えました。そして協働する相手として芸術系に研究員として在籍している小
中大地さん（ゴブリン博士）を選出して依頼し、病院側に企画を出して実現
しました。
小中さんは筑波大学附属病院、商店街、学校などでアートプロジェクトを

実践しており、そこにいる人たちとのコミュニケーションを通して自身の作品
やプロジェクトをつくり上げていくアーティストなので、お願いしました。さ
らに仮囲いのある廊下と隣接しているリハビリテーション療法科の職員に協
力してもらい、リハビリテーション前後の患者さんに「さくらゴブリンをつくろ
う！」への参加を呼びかけてもらいました。

小中大地「さくらゴブリンをつくろう！」2014年
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アートコーディネーター配属の経緯
貝島： 岩田さんが来る前は、長島さんがアートコーディネーターの役目を

されていたと思うんですが、アートコーディネーターを雇う経緯について教え
ていただけますか。

長島： 初めは、筑波大学芸術系と民間である筑波メディカルセンター病院
という異なる組織のプロジェクトということで、双方をつなぐ役割が必要だろ
うということで、私が担当していました。幹部職員のプロジェクトに対する期
待や方向性、現場職員の思いを聞き、それを大学で指導してくださっている
先生に伝えて、一緒に企画を考えたりしました。一方、授業の一環として関
わる学生は、毎年メンバーも変わるので、年度初めには病院を見学してもら
いました。また展示作業や現場見学などで学生が来院する際の対応もしてい
ますが、学生はほかの授業もあるので病院に来る日時が限られますし、病院
側も診療が多忙なときや患者さんが多い時間帯はそこに人と時間を割けませ
ん。現場職員と学生の日程調整は頻繁に必要でした。それから「病院を見た
い」とか「現場職員に話を聞きたい」といった、学生からの要望がストレー
トに来ますが、もう少し病院のことを事前に勉強し、やりたいことをチーム内
でディスカッションしてくれるとより職員も対応しやすいと思っていました。
病院の職員は異動がない限りプロジェクトに対する経験値は年々上がります
が、学生は変わるので、その度にスタートラインに戻ってしまう。それがきつ
いという声もありました。そこで大学側のことを熟知し、かつ学生の面倒を見
る人が必要だという話になり、私もほかの業務が多忙になってきた時期でも
あり、丁寧に対応することが時間的にも難しくなったのがおもなきっかけです。

貝島： それは具体的に長島さんから提案したんですか。

長島： 私から提案したわけではなく、そういう立場の人が必要だということ
は中田先生など幹部職員からの提案でした。

岩田：ちょうどその頃、私はイギリスの王立デボン＆エクセター病院を視察
してアートコーディネーターという職業の人が院内の絵画、アートプロジェク
ト、家具、庭などのマネジメントをしていることを知りました。アーティスト
と職員をつなぎ、病院全体の環境をマネジメントする役割の人が日本にも必
要だということを、当時 adpで病院のプロジェクトを担当していた蓮見孝先
生に報告したように思います。



41第１章：協働の現場から

長島： 具体的にそういう関わり方をしてもらう前例がなかったので、蓮見先
生と中田先生のお二人でかなり話し合われてから、病院としても検討を重ね
たと思います。そして、アートコーディネーターにとってもメリットのある立
場で関わってもらうため、アルバイトではなく非常勤職員として雇用通知書を
出し、辞令交付式も行いました。どのように活用したらいいかも手探りだった
ので、形をきちんと整えて職員にも周知していくという姿勢でスタートしました。

アートカフェによる対話の場づくり
貝島： やはり名前がついた職業は重要ですね。存在も明確化され、今まで
なかった仕事が新たにできるというのはとても先進的な取り込みだったと思
います。筑波大学附属病院もこの実例があることによってアートコーディネー
ターを雇う体制になりました。運営方法が実例を通して切り開かれていった
ことは、筑波メディカルセンター病院の大きな役割だったと思います。また初
期のプロジェクトに比べると、徐々に運営方法が改善されているように思い
ます。その要因となっているのは、4 年前から年に一度行われている「アート
カフェ」が大きいのではないでしょうか。実施の背景を教えていただけますか。

長島： アートコーディネーターが配置される前は、検査室前の 40m ほど
ある廊下での展示が企画の主な中心でした。学生は大学で作品を制作し、患
者さんが少なくなる夕方を目がけて来院し、設置していました。そうなると、
学生としては作品制作と展示作業が主になり、職員との関わりや患者さんが
どう思っているかを直接見聞きする機会が少ないというのが学生の不満とし
て挙がってきました。学生のモチベーションを保つため、作業日には病院長
をはじめ職員が声をかけたり、職員が作業を手伝ったりしていましたがなか
なか解決しませんでした。
アートコーディネーターが配置されてからは病院内の観察や職員とのワー

クショップを促すようになり、学生はプロセスを重視するようになりました。

「はじまるカフェ」2012年
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これが最初の変化かなと思います。そして、学生に職員をもっと身近に感じ
てもらうことが企画のアイデアへつながり、一方では、「この活動に関わりたい」
という職員の思いが強まることを目論み、職員と学生がコミュニケーションを
直接とる仕掛けとしてアートカフェを企画しました。

岩田： 当時のセンター長である石
いし
川
かわ
詔
あき
雄
お
さん（現・理事）が、当院のアー

トやデザインに関わる学生と職員の交流会を発案されました。そこで、カフ
ェやサロンのように皆が自由に対話したり議論したりできる土台をつくること
ができればと思い、長島さんとカフェ形式で行うことを考えました。これまで
の活動では、芸術系の学生や教員と職員が話す機会はほとんどありませんで
した。
アートカフェは毎年タイトルを変えています。最初の「はじまるカフェ」
（2012 年）や次年度の「ひろがるカフェ」（2013 年）では、手を動かして
場を共有するものづくりワークショップ、現場職員の方による仕事紹介、貝島
先生と軸屋先生によるトークセッションを行いました。翌年の「つながるカフ
ェ」（2014 年）では院内の環境で気になっている点を書き込んだ「気になる
マップ」を職員と学生が一緒につくり、療養環境の課題をあぶりだしました。
今年度の「ふかまるカフェ」（2015 年）では、前年の「気になるマップ」で

取り上げられ、照明の改修をすることになった核医学検査室、過去に改修した
「紡ぎの庭」などについて、パネルや模型を展示しました。芸術系の教員や
学生が担当したプロジェクトのパネルの前に立ち、職員がそれを回るといっ
たお店形式で直接意見を交わしました。アートカフェを始めたころは、職員と
学生が直接意見を交わすことはお互いに慣れていないこともあり難しかった
のですが、最近では自然に議論や対話ができるようになってきたと思います。

長島： 私はこれまでも職員に向けてアートやデザインの活動を発信してき
ましたが、何年も続けているのに活動すら知らない職員が結構多かったんで
す。とにかく関心をもってもらいたいので、多くの職員に参加してもらう何か

「ひろがるカフェ」2014年「つながるカフェ」2013年
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いい方法はないかと悩んでいました。すると副看護部長から、小腹が空く夕
方にちょっとした飲み物や食べ物が出ると職員も来るのではという意見をもら
いました。少し不純ですが、まずは足を運んでもらうきっかけをつくることが
重要ということで、毎年、軽食と飲み物を出しています。
このアートカフェをきっかけに、これまでは関心のなかった職員も「こんな
ことやっているんだね」と意外と楽しんでくれ、1回目の「はじまるカフェ」
からこれはいい手法だなと感じました。「自由に話してください」ではなかな
か職員も学生も対話できないので、毎年どのような仕掛けがいいかと岩田さ
んと話し合い企画を決めます。

貝島： 私も参加する側として、毎年楽しんでいます。病院に対する熱い思
いはみんな持っていますが、それをお互いに聞くことはないのでアートカフェ
のようにニュートラルな場所で自由に発言できるのは面白いです。学生たちも
職員に意見をもらうのが好きなんです。職員の方たちは現場の困っているこ
とや問題について率直な意見を言ってくださっているのですが、それが学生に
とっては、我々教員のアドバイスよりも、実務的で具体的なアドバイスになっ
ています。職員の方たちに意見をいただくため、学生もアイデアがより具体的
に伝わるようプレゼンテーションを工夫するようになりました。筑波メディカ
ルセンター病院での活動は抽象的なレベルで理想論を語る段階は過ぎ、職員
と学生が実際的な計画やアイデアを議論する段階まで成熟していることを感
じます。

長島： 職員から出てきた直接の要望に対して学生が関わるようになってい
ますよね。以前は学生が病院見学をしてなんとなくこれをやりたい、というと
ころから始まりました。デザインをしているとはいっても学生は卵なので、職
員の方も学生に何ができるのかが未知数で、やってほしいことを言いづらかっ
たのもあります。技量もわからないし、自由にやってもらうにも予算の問題も

「ふかまるカフェ」2015年 渡和由+紡ぎの庭プロジェクトチーム「紡ぎの庭」2009年
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あるわけです。それがアートカフェを通して早い時期から同じ土俵で話が対等
にできるようになったので、職員も構えることもなく「なんとかしたい」と思
っていることを意見できるようになりました。
アートやデザインの活動が初期の頃は、来年度は何をやってもらおうかと、

こちらが骨を折って考えていた時期もあるんです。職員も業務を抱えながらア
ドバイスや協力に時間を割くのが負担だと感じることもありました。今はそれ
がなく、自然発生的に環境改善に取り掛かる素材が職員と学生の間で見出せ
ていて、毎年良いスタートが切れています。さらに職員が抱いていた問題に対
して活動しているので、職員の協力により学生の企画内容が充実してきてい
ると、特に最近感じます。

岩田：「つつまれサロン」「こもれびカーテン」「核医学検査室の改修」など
は現場の観察調査を学生がやることで、主観的に学生が現場職員と共通の課
題を実感できるようになり、また客観的に量的データを示すことで、さまざ
まな職員と課題を共有できるようになったと感じています。

貝島： やはり、最初は調査を通してその場所に時間を使い、普段その場所
を使っている人と共に過ごすことが大事です。我々が取り組むプロジェクトは
人の居場所づくりなので、まずはそこで時間を過ごすことによって「居場所と
してどうなのか」について実感を持つこと。学生たちも日常生活では滅多に
入る場所ではない核医学検査室に、何度も通っているのですごく愛着を持つ
ようになっています。

長島： 以前は、学生がプロジェクト会議で感覚的、感性的な言葉でプレゼ
ンテーションをしていたので、医療従事者には伝わらず、言葉のキャッチボー
ルがお互いにうまくできずにいました。そういう意味でアートコーディネータ
ーの岩田さんや私が、学生たちが言っている意味や職員が返している言葉を
噛み砕いて両者に伝える通訳がプロジェクト会議で必要でした。けれども学
生が観察調査で数字を示し、学生も普段職員が見ている状態を理解する場面

パプリカによる核医学検査室待合室の行動観察調査2014年
患者に不快感を与えないため白衣を着て実施した。

パプリカ「妄想ワークショップ」2012年
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が多くなると課題が共有できるようになり、ストレートにお互いの意見が言え
るようなりました。病院は専門性が高い職種が多いので、さまざまな人にわ
かってもらうツールの一つが「調査」だということを実感しています。最近は
プロジェクト会議で通訳をする必要性があまりないので、安心して学生にプレ
ゼンテーションしてもらっています。

プロジェクトの循環を目指して
貝島： 垣根があることを前提として、今ではお互いに意見を自由に言えるよ

うな空気になってきましたね。会議によっては承認するだけの会議もあります
が、このプロジェクト会議はみんなで体感的に理解しながら意見を言えるよ
うに開発されてきていますよね。

adp は授業ですが、学生は先生に与えられた課題を出しているのではなく、
自分の役割や病院でやるべきことを自ら見出しています。一般的には単年度
で終えるプロジェクトが多いですが、つくることに追われるのではなく納得す
るまで 2 年間かけて取り組んでいます。学生たちが一生懸命調査をして、は
じめの提案や基本構想、方向性がようやく固まったところで 1年が経ってし
まい、もう 1年延ばしてしっかりしたものをつくりたいと言い始めた時には、
この病院でのプロジェクトを通して adp 自体も進化してきていると思いまし
た。アートコーディネーターの岩田さんや長島さんのようなしっかりと受け止
めてくださる職員がいると、こういう活動は取り組みやすいし、学生もきちん
と対話ができると思うんです。
お二人がお仕事のなかで特に大切にされていることや、最近お気付きなこ
とがあれば教えていただきたいです。

長島： かなりの労力をかけて職員と学生が 2 年越しで取り組んでいますが、
結局最後はそこで過ごす患者さんがいかに心地よく過ごしてくれるかです。患
者さんにとって治療は本当に大変なことです。ですので、より良い治療ができ

パプリカ　核医学検査室待合室改修のための照明実験2015年
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る環境を整えること、治療に限界があったとしてもそこで過ごす時間を少しで
も良くしたい、というのが病院で働く職員の根幹にある思いです。それらにい
かに答えていくか、ですね。最近はそれがいい形になってきていると思います。
今後はそういう思いで職員が関わりながら、学生たちと取り組んでいること
を、ほかの職員にも周知したいです。実際に関わった職員は言葉にしなくて
も何かを感じたり、達成感があると思いますが、どうしても 1,300人もいる
職員の一部になってしまう。いい経験をした人だけが宝物にしているのはもっ
たいないので、その経験を共有できるようにするのが大事だと思っています。
広報という仕事はそれができる立場なので、職員向けに色々な形で発信して
いきたいです。共感してくれる職員が増えると、また次に関わる人たちが自然
に増えるかな、と。私たちの病院だからできる、大学と関わりがあるからでき
る、ということを感じてもらえれば次にそれがまたつながっていけると思いま
す。職員に根付かせるのが一番大事で、伝統というまでは難しいですが、土
壌というか風土をつくりたいです。つい最近「つつまれサロン」が「いばらき
デザインセレクション 2015」で知事選定をいただいたので、それをまた職
員に広報しています。

岩田： 芸術の学生、教員、またはアーティストなどのつくり手が、病院で
のアート・デザイン活動は社会的に意味のあるプロジェクトだと実感するため
にはどうすべきかを心がけています。長島さんの話とも重なりますが、同時に
「患者さんのために環境を良くしたい」といった職員の思いをどうすれば汲み
取れるかを考えています。例えば核医学検査室だと、プロジェクト会議に来
ていない職員にもスピード感を持って経緯や進捗を伝え、それに対する意見
を聞きたいのですが、今はそこまでできていません。あとは芸術と医療のよ
うに、異なる分野の人たちがどのような言語を共有してプロジェクトをつくっ
ていくかも大事だと思っています。

貝島： 長島さんのおっしゃっていることはもっと社会に発信し、また戻って
くることによって循環が生まれるということですよね。内側から湧いてくるも
のと、外部的な視点から自分たちがやったことを違う目線で見てもらうことが
必要ですね。

長島： 身内のなかで認め合っているだけでは、こんなに時間をかけてやる
意味があるのかなと、ふと懐疑的になることもあります。第三者からの視点で、
意義を再認識し、次のエネルギーにしたいです。
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貝島： 大学の役割としては、こうした活動の社会的意義を議論しながら、
ある種の手法にすることだと思っています。外に伝えるためには言語化して枠
組みを見せる必要があり、それはただプロジェクトをやりましたということで
はなくなっている、ということでしょう。病院には個々の条件や特徴はあるけ
れど、ほかの病院も喚起されてうちでもできると思えるようにしなくてはいけ
ないと思っています。最終的には、あの病院でもこの病院でも活動が実施さ
れていて競い合うぐらいの状況になれば、患者さんにとっても良い療養環境
がつくれると思います。

長島： 筑波大学芸術系という組織と一緒に進めてこられたので、大学の持
つ役割を私も理解できるようになりました。貝島先生がおっしゃるように、
私たちが活動してきたこの何年間は苦労も多く、それが積み重なってやっとこ
こまできました。この苦労を日本中の病院が一からする必要はないと思うん
です。幾つかのケースをみんなが共有できれば最終的に病院の環境の質が向
上するのではないでしょうか。それを一つの病院から発信していくことは難し
いので、ぜひ大学の役割として行っていただきたいです。

貝島： 筑波メディカルセンター病院での最近のプロジェクトは、個々人の
気づきや課題から発生しているプロジェクトが多くなってきています。最終的
にはこういうプロジェクトを通して、患者、職員、病院組織の力が耕されると
いいですね。

岩田： 病院側も芸術側もどういう環境にすべきか答えが分かっているわけ
ではないので、手探りで気づきを深めています。そのため、自然とみんなが
学び合う姿勢になっていると思います。

貝島： クリエイティブな病院ですね。あとはアートコーディネーターという
人材が育ったということは、大学側としても重要です。

長島： 今は日本の病院にアートコーディネーターはほとんどいませんが、
働くフィールドとしては可能性が非常にあります。岩田さんにはぜひパイオニ
アとして、そこを指導する立場になってもらいたいです。

［実施日時：12 月 22 日（火）17:00-18:00／場所：筑波大学芸術学系棟］
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札幌市立大学 理事長・学長、筑波大学名誉教授・客員教授。2002年より筑波大学附属病院、
筑波メディカルセンター等を拠点に、アート・デザインによる療養環境改善に主眼を置い
た医療支援活動を始める。2012年より現職にて、デザイン学部と看護学部の連携を生か
した大学運営に取り組む。

蓮見孝［はすみ・たかし］

病院での活動のはじまり

10年以上前に「.tud（ドットタッド）」というグ
ループが附属病院の中でさまざまな活動を
することになりました。初めて病院を見学さ
せてもらい、そこで多くの気づきがありまし
た。医療側にとっては治療の場だけれど患者
さんにとっては生活の一部だったり生活その
ものなのに生活の雰囲気が全くなかったので
す。それで一番始めに全フロアのトイレに手
づくりの日めくりカレンダーを置いてみました。
するとほとんどの階でカレンダーが毎日めく
られていたのです。「反応してくれている、こ
れならいける」と、そのあたりから本格的に
活動が始まったことを覚えています。

4

多旋律的な空間

私たちが日常暮らしている空間にはさまざま
な音があって、その音が複合されて生活のリ
アリティといいますか、生活の場を演出して
いて、そういう音を聞いているから私たちは
安心できるのではないかと思います。指揮者
がいて作曲家がいて楽器のパートがあって、
ということではなく、それぞれの音が勝手に
走っているわけです。勝手に響き合っている
けれど何か雰囲気がある。例えば山では小
川のせせらぎ、小鳥のさえずり、風で葉がそ
よぐ音が聞こえて、なんかいい雰囲気だな、
さわやかだなと思いますよね。そういう多旋
律的なものが病院にもあっていいのではない
かと考えています。

脱ビジネスの空間づくり

病院に関わる人の多くはやはりビジネスとい
う基軸で動いていますが、少しでもその中に
脱ビジネスの人がいることが面白い空間を生
むのではないでしょうか。生産性や効率性を
極限まで突き詰め、ピリピリとした空間の中
に、マイペースに動く学生がいる。これがい
いんじゃないかと。まちなかでも足早に通勤
する人もいればゆっくりと散歩している人も
います。このビジネスと脱ビジネスが常に混
流しているのが本来の社会の姿でしょう。こ
れまでは勤勉に働いて効率的に成果を出すこ
とが評価される時代が長く続きました。でも
のんびりとマイペースに時間を使いながら生
きる人たちのパフォーマンス性や力能（パワー）
が混じることで人間的な空間が生まれる。こ
れからは、そうした空間づくりやデザインが
新しいものとして認められていくのではない
かと思います。

「シンポジウム 病院のアートを育てるために」より（2014年1月29日）
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本章では、近年、病院でのアート・デザイン活動に関わる筑波大学芸術
系の教員や学生による論考をまとめた。芸術学、美術、デザインなど 7
つの専門領域と海外の事例から、病院に対してどのような意識で関わり
実施してきたかなど、プロジェクト概要なども交えて記した。
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সإͰͭͳ͙ɺҩྍͱܳज़

ᴡ౻ହՅ

病院Ͱ࡞Λలࣔ͢るͱ͍͏͜ͱ

2012ʢฏ 24ʣ 12 ݄ɺ筑波大学ෟଐ病院にʮけ͖౩ʯ
ͱ͍͏໊の病౩͕৽ͨにੜ·Εͨɻ͜の৽౩ੜにあΘͤͯɺ
ຊ学ܳज़ܥॴଐのڭһ͕ෟଐ病院ͱ͠ྗڠ ʮͯܳज़にΑるྍ
ཆڥのվળʯͱ͍͏ςーϚにຊ֨తにऔΓΉ͜ͱにͳͬ
ͨɻͦΕ·Ͱ 10 Ҏ্にΘͨͬͯ学ੜのνーϜ͕ಉ病院の
தͰϫーΫγϣοϓ・ϓϩάϥϜデザインϓϩδΣΫトͳͲ
Λߦͳ͍ͬͯͨの͕ͩɺܳज़ڭܥһɺ͜のʮけ͖౩ʯੜ
Λػにඒज़デザインのڀݚՌΛ病院にお͍ͯੜ͔ܳ͢ज़
Ճ͢るΑ͏にͳͬͨɻࢀԉ活動ʢアーπ・イン・ϗεϐλϧʣにࢧ
͕ͩɺͦのΓग़͠ɺඞͣ͠ͳΊΒ͔ͳのͰͳ͔ͬ
ͨɻܳज़ɺਓؒのੑײのࣗ༝ͳදߦݱҝͰあΓɺඒज़
ؗը࿓Ͱのలཡձにお͍ͯඒज़のలࣔにλϒーあ·
Γͳ͍ɻͨͱ͑ɺϩμンҎ߱のਓମூࠁにお͍ͯトϧιʢ
ମのみのூ૾ʣɺԿのͳ͘ී௨にඒज़ؗにలࣔ͞Ε
͍ͯるɻ͕ͩɺトϧιɺ病院ؔऀのにɺࢶ࢛のஅ
͞Εͨ௧ʑ͍͠ਓମͱөるɻಉ༷にඒ͍͠ᑵॻମの͕ࣈ
વͱฒͿॻ࡞͕ɺّのܦจΛ࿈ͤ͞るͱͯ͠سආ͞Ε
ͯ͠·͏ɻ病院ͱඒज़ؗҧ͏ɻܳज़のੈքのৗࣝのみΛݟ
͍ͯるͱࣗຊҐのԡ͠けにͳͬͯ͠·͏ɻΘΕΘΕܳज़ܥ
るͱ͜Ζ͔Β͢ݧһɺ·ͣ͜のΧϧνϟー・γϣοΫΛମڭ
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出発した。
一方、病院において患者の療養環境の改善のために美術

作品の展示やワークショップの実施に対する期待が医師や看
護師から強く寄せられていることも確かである。2013（平成
25）年 1月には、「病院のアートを育てる会議」が生まれ、
附属病院関係者と芸術系教員・学生が、毎月定例の意見交換
の場を持つようになった。その中で誰もが感じていたのは、
医療と芸術という二つの異なる領域をつなぐ病院アートコーデ
ィネーターの必要性であった。医療現場に芸術作品を導入し、
活用するという病院のアートマネジメントにおいては、既製の
美術・デザインの作品を一方的に院内に導入するのではなく、
病院職員の意見を反映した展示内容やワークショップ・プロ
グラムを練り上げねばならない。病院職員は、待合室、病棟、
検査室、家族控え室、食堂、庭園等、それぞれの空間機能の
違いと特質に応じた美術・デザインの提案を芸術系教員や学
生に期待している。こうした要望に応えるため、病院アートコ
ーディネーターは、医療現場の声に耳を傾け、アーツ・イン・
ホスピタルの①企画、②導入、③体験の一貫した流れを運営
する能力を磨く必要がある。

療養環境の改善に重要なこと

「病院のアートを育てる会議」は、病院職員の要望を率直
に述べてもらう場である。同時に芸術側もそれを踏まえた展
示やワークショップを提案する。次第にこの会議は、医療と
芸術の双方が、一本の樹を育てるように病院のアートを育む
場となっていった。この会議の活動には、附属病院の予算が
措置されている。現在、附属病院には 2 名のアートコーディ
ネーターが配置されており、この会議の運営において中心的
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ׂΛՌ͍ͨͯ͠るɻ໊྆ͱɺ筑波大学ܳज़ઐ学܈のଔ
Ͱあるɻऀ࣋のอ֨ࢿੜͰあΓɺ学ܳһۀ
͞Βに͜のձٞにાஔ͞Εͨ༧ࢉにՃ͑ɺ筑波大学ɺʮ病
院アートϚωδϝントਓࡐҭϓϩάϥϜʯͱͯ͠ 2013ʢฏ
 25ʣ͔Β 2015ʢฏ 27ʣに͔けͯจԽிิॿ
ۚΛडける͜ͱにͳͬͨɻ͜のۀࣄの՝໊ɺʮh దԠతΤ
Ωεύートʱͱͯ͠のアートϚωδϝントਓࡐのҭʵ病院Λ
活༻ͨ͠ଟ༷ۭؒ・ҟڠಇにΑるアートϚωδϝントྗ
の্にけͯʵʯͱ͍͏ɻ͜ΕにՃ͑ɺ大ӳۚجά
ϨイトϒϦςン・ααΧϫ͔ஂࡒΒのॿۚडけɺ2013ʢฏ
 25ʣ 9 ݄にɺʮCULTURES OF CARE アートͱϔ
ϧεέアʯͱͨ͠ӳγンϙδϜΛෟଐ病院にお͍ͯ։࠵
ͨ͠ɻ͜͜Ͱɺ病院のアートΛΧϧνϡアζ・Φϒ・έアʢྍ
ཆจԽʣͱͱΒ͑ɺӳࠃイーεト・アンάϦア大学ɺಉϊーϑ
ΥーΫ・アンυ・ϊーϦον大学ෟଐ病院͔ΒؔऀΛট͍ͯ
ҙަݟΛͨͬߦɻӳࠃଆ͔Βɺ病院͕Ҭのॅຽアー
ςΟεトのࢀՃΛಘͯ院ڥのॆ࣮Λਤ͍ͬͯるͱ͍͏ใ
߹あΓɺຊଆ͔Βܳज़Λ学Ϳ学ੜ͕病院৬һͱྗΛ͕ࠂ
Θͤͳ͕ΒϫーΫγϣοϓΛ࣮͍ͯ͠ࢪるͱ͍͏հΛߦͳͬ
ͨɻ
病院アートίーデΟωーλーɺ筑波ϝデΟΧϧηンλー病
院にஔ͞Ε͍ͯるɻͪ͜ΒͰアート・デザインίーデΟ
ωーλーͱ͍͏৬໊͕͍ͭͯおΓɺΓ筑波大学ܳज़ઐ
学܈のଔۀੜͰあるɻアート・デザインίーデΟωーλーɺ
病院৬һͱ学ੜにΑるトーΫイϕントΛاը͠ɺέア͢るڥ
に͍ͭͯؔऀͱٞ͠ͳ͕ΒۭؒվળのࢼみΛ࣮ફ͍ͯ͠
るɻ

2014ʢฏ 26ʣ 7݄にɺෟଐ病院ͰのϓϩάϥϜʮア
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ーςΟεト・イン・ϗεϐλϧʯϓϩάϥϜ͕࢝·ͬͨɻ͜Ε
ܳज़ઐ学܈の学ੜにԠืΛݺͼ͔けɺ৹ࠪのஈ֊͔Β
アートίーデΟωーλー͡Ί病院৬һͱܳज़ڭܥһͱ͕ڠ
ྗ͠ɺ病院ͰاըΛ͏ߦアーςΟεトΛ 3 ໊બΜͩɻ·ͨෟ
ଐ病院όεఀͦのෑͰɺΨーデンͮ͘Γͱͦの活༻͕
ਐみɺՖͱͱཱମܗのあるΨーデンͰਫ਼ਆਆܦՊデイέ
ア͕࣮͞ࢪΕͨɻಉ 9 ݄にɺӳࠃϊーϑΥーΫ・アンυ・
ϊーϦον大学ෟଐ病院にお͍ͯܳज़ڭܥһ・ڀݚһɺܳज़
ઐ学܈学ੜにΑるϫーΫγϣοϓ・ϓϩάϥϜʮεーύー・
φνϡϥϧ・ΨーデンʯΛ࣮͠ࢪɺྍ ཆڥのվળにͨ͠ྗڠɻ
ӳࠃͰのϫーΫγϣοϓɺ2015ʢฏ 27ʣ 9 ݄にϒϦ
εトϧɺαεϛーυ病院にお͍࣮ͯͨ͠ࢪɻ͜のͱ͖ॻの
ύϑΥーϚンεંΓࢴͳͲ͕ධΛതͨ͠ɻӳࠃͰɺখ
த大ܳज़ڀݚܥһの͠ ʮͨΰϒϦンʯͱ͍͏ΩϟϥΫλ
ー͕ೖ院ऀױ病院৬һͨͪの୭Λসإにͤ͞ɺ大͍にѪ
͞Εͨɻ
病院にͲのΑ͏ͳアート͕;͞Θ͍͠の͔ɺͲのΑ͏ͳア

ートϚωδϝント͕ඞཁͳの͔ɺ·ͩࡧதͰある͕ɺܳज़
͑ߟ͔Β؍ʯͱ͍͏ݙߩԉのඪͰあるʮܳज़にΑるࣾձࢧ
るͱɺਓʑにࣗવͳসإΛͨΒ͢のͦ͜ɺ病院におけるྍ
ཆڥのվળʢࣾձݙߩʣのॏཁͳபのҰͭͩͱࢥΘΕるɻ

さいとう・やすよし
筑波大学芸術系教授。専門は美術論、博物館学、近代美術の造形思想の研究。
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アートとケアの関係をともに考え、病院に新しいアートのあ
り方を提案する企画。筑波大学附属病院にて展開する作品
を公募し 3 名を選出。実施にあたり、病院側と話し合いな
がら場所や時期、対象者などを検討して進めた。募集条件
は病院での実施のほか、筑波大に在籍すること、5万円の
制作費などを設定。応募者は 7 組あり、審査は一次と二次
の 2 段階方式にて行った。二次審査（写真 1）では、本企
画にふさわしいアーティスト像と作品について、「実現性が
あること」「制作において人とのかかわりがあるもの」「病院
の空間の特徴をつかんでいるもの」といった可能性について
議論し、五感に響き、病院のパブリックな場所／プライベー
トな場所に着目した 3 提案によりアーティストを決定した。
場所＝筑波大学附属病院
実施期間＝公募：2014年7月1日～31日／実施：2015年1月～7月
担当教員＝齊藤泰嘉
作家＝つちやあゆみ、堀真実、飯田瑠璃子
審査員＝審査員長：貝島桃代／審査員：中泉多詔（つくば美術館学芸員）、
福島紘子（附属病院小児科医師）、三ケ田愛子（同病院看護部顧問）、高
橋貞子（同病院副看護部長）、渡邊のり子（同病院アートコーディネーター）、
岩田祐佳梨（筑波メディカルセンター病院アート・デザインコーディネー
ター）、 齊藤泰嘉、村上史明、小野裕子、ハーべス・リム・フォンデヴィ
リヤ
運営チーム＝高橋和佳奈［リーダー］、小中大地、岩田祐佳梨、井上大志、
中塚翔子、阿部美里、徳田真奈美、出口真帆／進行管理＝佐藤恵美

●つちやあゆみ「輪唱の○」　
階段状に組み上げた板に、木製のボールを転がすと音楽を奏でる作品。
1枚1枚の板は木製の音板になっており「ドレミファソラシド」の8つの
音が割り当てられ、参加者は音階を自由に組み替え、好きな曲をつく
ることができる。
実施期間＝2015年1月21日、28日、2月4日、18日
場所＝筑波大学附属病院けやき棟1階受付前、エレベーターホール、リ
ハビリテーション部
参加者数＝約350名（合計）
●写真2

●堀真実（ほり・まなみ）「光の出張便」　
病室の壁や天井にプロジェクターで映像を投影する作品。看護師が使用
しているカートにプロジェクターを載せて各病室を周り、2分程の映像
を流す。身体を自由に動かすことのできない患者でも体験できる作品
づくりを目指した。
実施期間＝2015年2月12日、25日、3月4日、11日
場所＝筑波大学附属病院けやき棟整形外科病棟、放射線腫瘍科病棟、
神経内科・小児外科病棟、呼吸器外科・耳鼻科病棟
参加者数＝74名（合計）
●写真3

●飯田瑠璃子（いいだ・るりこ）「Animal×Life̶̶きりんのフレディ、
うさぎのマーシー、ねこのトム」　　
ワイヤーと紙で成形し、アクリル絵具で着色した3体の立体作品。病院
の床や壁から動物が現れたイメージで制作。通常、病院で見られない動
物をあえてモチーフに選び、親しみやすさや安らぎを感じられる空間づ
くりを意識。
実施期間＝ワークショップ：2015年7月14日、15日／展示：7月
22日～31日
場所＝筑波大学附属病院けやき棟1階受付前、エレベーターホール
参加者数＝ワークショップ：約30名
●写真4　

アーςΟεト・イン・ϗεϐλϧ

1

2

4

3
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筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院の両院に
勤務するアートコーディネーターが院内をまわりながら活動
内容を紹介するツアーを実施。筑波メディカルセンター病院
では病院長、広報担当職員からも活動についての紹介があ
った。また附属病院では、ガーデンの運営を行っている学
生によるカフェ、ワークショップを開催。一般の方や医療関
係者などの参加があり、活動への理解、関心が深まった。
場所＝筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院
実施日＝2015年11月11日
担当教員＝齊藤泰嘉
企画・実施運営＝中村亮子、佐藤恵美、小中大地
ツアー担当＝渡邊のり子、長島明子（筑波メディカルセンター病院広報
課長）、岩田祐佳梨
ガーデン運営・ワークショップ担当＝大嶋千尋
参加者数＝10名

研究員の小中大地は、以前アスパラガスによる企画で病院
内にて滞在制作を行ったことをきっかけに、「ゴブリン」（小
中の提唱するキャラクター化手法による表現）をテーマとし
て、病院でワークショップ等を実施している。筑波大学附属
病院では週に一度小児科を訪れ、入院している子どもやそ
の家族と様々な素材を用いてゴブリンをつくるワークショッ
プを開催。筑波メディカルセンター病院で実施した「さくら
ゴブリンをつくろう！」は、参加者がつくった作品で仮設壁
に壁画を描く企画。患者のほか多くの職員も参加した。また、
イギリスや大阪、広島等の病院でもワークショップ等を実施
した。

●小児科ゴブリンワークショップ　
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
実施期間＝2014年3月～
実施協力＝職員（保育士） ほか
実施回数＝53回
制作＝小中大地
参加人数（計）＝患者：173人、保護者：104人、職員：19人
※データは2015年12月時点
●写真5

●さくらゴブリンをつくろう！　
場所＝筑波メディカルセンター病院 リハビリテーション室前
実施期間＝2014年7月23日、24日
実施協力＝広報課職員、学生
コーディネート＝岩田祐佳梨
制作＝小中大地
●写真6

いきいきホスピタルツアー

小児科ゴブリンワークショップ／さくらゴブリンをつくろう！ ほか

5

6
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นը̶̶੍࡞病院ͰֆΛඳ͘͜ͱ

นըɺ੍͞࡞Εるॴのతׂɺある͍ܞΘるਓʑ
の͍ئهԱにدΓఴͬͯඳ͔Ε·͢ɻͦΕʮʯのͨΊに
ੜ·Εɺʮʯͱӡ໋Λڞに͠·͢ɻऀױਤॻࣨนըのݪը੍
ϓϩδ࡞֎のนը੍ࠃɺଟ͘のقΛҕୗͨ͠ொాࣿ࡞
ΣΫトにࢀՃͨ͠ݧܦΛͭ࣋ըՈͰ͢ɻ൴ঁɺนըのҙຯ
ͱͦの੍࡞のޣຯΛΑ͘ཧղ͍ͯ͠·ͨ͠ɻ
ΒΕͨ൴ঁのίϝントのதにɺͤدҊのίンηϓトͱͯ͠ݪ

ʮछผͳ͘ʯʮڥքઢͳ͘ʯʮྨͳ͍ʯͱ͍ͬͨݴ༿
͕あΓ·͢ɻࣗͱੈքのࡏΓํΛݟਾ͑ͨ൴ঁのҙ͕֞ࢥ
ɻଓけ͢·͑ݟؒ ʮͯྨ͖͠Εͳ͘ͱ൴Β͔֬にͦ͜に
あΓ·͢ʯのϑϨーζ͔Βɺ͜のੈのͯ͢の͔͞͞ͳଘ
みͱɺͦΕΒҰͭҰ͕͔͕ͭͪͨ݁͘Ε࣊͠にର͢るࡏ
͍ͯる͜ͱのتͼΛಡみऔる͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
นը੍࡞Λ୲ͬͨொాͱ 11໊の学ੜօɺ༸ըΛ学ΜͰ
͖·ͨ͠ɻ൴Βにͱͬͯֆը੍࡞ɺྨ͞Εͨδϟンϧʢ༸
ըɺຊըɺ൛ըͳͲʣのͰɺݶΒΕͨը໘Λׂ͠ɺ
ඳըにΑͬͯਤͱΛΓけるӦみͰあるͱ͑ݴ·͢ɻͦ͠
ɺଟ͘の߹ɺֹのͨΒ͖ͱඒज़ؗ・ը࿓の੍に࡞ͯ
Αͬͯܳज़ͱ͍͏݁քΛಘ·͢ɻ

11໊の学ੜにͱͬͯɺ病院ͱ͍ ʮ͏ʯのน໘にɺொాͱ

病院ͰֆΛඳ͘͜ͱɺ病院にֆ͕ある͜ͱ

ًࢁඒ
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͍͏Ұਓのਓؒのʮऀױਤॻࣨʯにͤدる͍ࢥΛද͢͜ͱ͕ɺ
ͦΕͧΕにڌΓॴͱ͍ͯ͠る७ਮඒज़のҙٛに͍ͭͯݟ͠ɺ
͔ͭඳ͘͜ͱのࠜݯతͳҙຯΛݟग़͢ػܖͱͳͬͨ͜ͱΛͬئ
͍ͯ·͢ɻ

෩ܠըల̶̶ࣔ病院にֆ͕ある͜ͱ

2012 Ҏ߱ɺけ͖౩ͱچ病院౩Λ݁Ϳ 6 ֊Γ࿓Լ
のలࣔεϖーεにɺ 2 ճのలࣔସ͑Λ͍ߦͳ͕Β෩ܠըΛ
ల͖ࣔͯ͠·ͨ͠ɻ෩ܠըɺܳज़ઐ学܈ͳΒͼにത࢜લ
शʯにお͍ͯɺ࣮ܠの学֎࣮शʮ༸ը֎෩߈՝ఔܳज़ઐظ
༸ըίーε・ྖҬの学ੜ੍͕࡞ͨ͠࡞͔܈ΒΛબൈ͍ͯ͠
·͢ɻɹ
のֹԑɺ૭のΑ͏ͳの͔͠Ε·ͤΜɻֹのத࡞
にݟるܠ৭ɺ病院の૭の֎にۭ࣌Λ͕͑ͯるࣗવͰ͢ɻ
ɺͤ͞ىΊͨਓʑにͱͬͯɺѪお͍ࣗ͠વΛࢭにΛ࡞
ΘΒ͔͍ײ͕ମΛΊ͙るΑ͏ͳग़ձ͍ͱͳΕ͍Ͱ͢ɻ
ΊΒΕるඒɺΒに࡙͘あΓ;ΕͨՖのΑٻに࡞にɺ࣌
͏ͳのͰあͬͯΑ͍のͰͳ͍͔ͱ͍ࢥ·͢ɻՖʢඒʣに
͕ୣΘΕɺͦのؒͩけෆࣦ͔҆Β৺͕ղ์͞Εɺͦ͠
ΘΕる͜ͱあΓಘるのͰͳ͍͔ͱɻͦ͏͔ͨ͠͞͞ٹͯ
ͳඒのҙٛͱྗに͍ͭͯ֬৴͢るͱ͖ɺ病院ͱ͍ ʮ͏ʯにお
けるҰຕのֆのͨΒ͖Λݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻアートɺܳ
ज़ɺඒज़ɺදݱͳͲͱݺͿඞཁのͳ͍ɺͨͩֆͰあΓඒͰあ
るଘࡏͱͯ͠のՄੑͰ͢ɻ

ほとけやま・てるみ
筑波大学芸術系教授。専門は油彩画制作。
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患者図書室開設にあたり、改修設計を貝島桃代准教授、壁
画制作を仏山輝美教授が担当。「森」をテーマにした設計
主旨にもとづく壁画制作が依頼された。壁に漆喰を塗り、
生乾きの状態の壁面に水と顔料で描くブオン・フレスコの技
法を参考に、実験的に水彩絵具を用いて制作（制作後、耐
アルカリとしての水彩絵具の耐性を観測中）。町田紗記の原
画をもとに、博士前期課程芸術専攻で洋画・版画を学ぶ 11
名の学生により 4日間に渡って描かれた。町田は原画のコ
ンセプトについて次のようにコメントしている。「繊細な線と
鮮やかな色で表された生きものに種別名はない。動植物の
境界は取り払われ、分類しようにもできない生物たち。しか
し分類しきれなくとも彼らは確かにそこにあります」（→改修
設計、運用等については p.90）
場所＝筑波大学附属病院 B棟5階　
制作期間（壁画）＝2015年6月～7月（計4日）　
担当教員＝仏山輝美
原画制作＝町田紗記
壁画制作＝浅野早紀、荒木名月、市川絢菜、入江美波、柏木健佑、草
刈美紅、日高衣紅、佐藤真奈美、田中あかり、坪坂萌、中三川澪（洋画・
版画学生）

けやき棟開設時より 6 階の渡り廊下にて行っている洋画コ
ース・領域の学生の作品展示。1年に二度ほど展示替えを行
っている。おもに、学外実習で制作された風景画を展示し
ている。職員のアンケートからは「患者との会話がはずむ」「す
がすがしい気持ちになる」などの意見があった。
場所＝筑波大学附属病院けやき棟6階
展示期間＝2012年11月～
担当教員＝玉川信一、内藤定壽、福満正志郎、仏山輝美
制作＝2012年度：笹岡るり、大脇聡史、塩満幸香、野田瑞季、山崎
陽／2013年度：新田量子、可児美里、藤村魁人、幣島正彦、大越み
さき、平出珠理、石橋藍子、神貴尋、高嶋麻衣、田原彩圭、米川早絵
子／2014年度：笠原浩美、刈部芙美、田中あかり、平出珠理、石橋
藍子、田鎖萌子、中村晴子、荻野美沙、安達麻紗美、新直子、榎本篤、
尾野香代、小林千恵美、土肥哲、徳永鈜志郎、牧田愛／2015年度：
野田瑞季、大脇聡史、斉藤由樹、坂之下典子、長瀬未翔、庭田薫、米
川早絵子、鶴田明日香

Γ࿓Լにおける༉ը࡞のలࣔ

ਤॻऀױ ʮࣨۅの༿จݿʯのนը੍࡞
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書

のҟͳるదԠ݅ݩ࣍

ϑΝインアートͱ͍͏ԣจࣅ͕ࣈ߹͏͔Ͳ͏͔ા͘ͱͯ͠ɺ
ΛΊɺలཡ࠲ͱͯ͠のݱのॻܳज़ɺ͔ͬ͢Γ৺දࠓ
ձΛに͗Θ͍ͯ͠·͢ɻ͔͠͠ɺͦͦॻͱ͍͏のɺ
ಡみ͢͞ΘΓ͢͞ΛॏΜ͖ͯͨ͡ͰɺదԠදݱͱ͠
ͯのੑ֨උ͑·͢ɻݹདྷの໊චɺଟ͕࣮͘༻にࠜࠩͨ͠
దԠදݱにଐ͠·͕͢ɺͦ͜に༏Εͨ৺දݱのՄੑ͕ժ
ਧ͘͜ͱにΑͬͯɺࠓ·Ͱশ͑ΒΕ͖͍ͯͯ·͢ɻ
චの࣮༻ੑͱผ໊ݹճのϓϩδΣΫトΛ௨ͯ͠ɺࠓɺࢲ
のҙຯͰɺॻͱదԠදݱͱのؔΛਂͤ͑͘͞ߟΒΕ·ͨ͠ɻ
ෟଐ病院に学ੜのॻ࡞Λలࣔ͢るにͯ͠ࡍɺಡみ͢͞
ΘΓ͢͞ͱݩ࣍のҟͳるదԠ͕݅՝͞Ε·͢ɻྫ
͑ɺᘭ

͞

·ͭ
ͳͰ͕͢ɺࣸܦͦΕΛイϝーδ͢る࡞ආ

ける͜ͱに͠·ͨ͠ɻ·ͨɺྟॻʢ໊ݹචのෳʣ࡞Ͱɺ
ରの໊ݹච͔Βવͳ͕Βุൾุࢽআ͖·ͨ͠ɻݴ༿
のબఆͰ͢ɻࢻのଟ͘ผΕΛςーϚに͠·͕͢ɺ
ͦΕආけ·ͨ͠ɻӆͱͯ͘͠ڹผΕの֒

͕͍ͨΜ
୰ɺش

͖
ᓼ
͝͏
ऀ
͠Ό
に

ଌΓΕͳ͍インεϐϨーγϣンΛ༩͑るのͰ͢ɻ͔͠͠ɺ
ର֎ͱ͠·ͨ͠ɻͯ͑ճ͜͏ͨ͠ςーϚࠓ

ੁஐ໌

దԠͱのෆଈෆ  ʕ病院ʴॻのՄੑʕ



60

書

ྍ๏のҰॿにͳΓಘるに

ͨͩ͠ɺҎ্のΑ͏ͳ͜ͱ֎తͳ݅にଞͳΒͣɺॻදݱ
のຊ࣭に݁͠·ͤΜɻͦのຊ࣭にؔΘる෦Ͱの
のҰ෦にରͯ͠ɺʮා͍ʯ࡞にలࣔ͞Εͨ学ੜࡍͰ͢ɻ੍࣮ن
ͱ͍͏͕ۤあͬͨͱပ

ͦ͘
ฉ
ͿΜ
͠·ͨ͠ɻのඈລ͕おͲΖおͲΖ

͘͠өͬͨのͰ͠ΐ͏͔ɻϞϊトーンのੈքͦΕࣗମ͕ɺා͞
Λ༠ͬͨの͔͠Ε·ͤΜɻ·ͨɺʮॏ͍ʯͱ͍͏ײあͬ
ͨΑ͏Ͱ͢ɻදݱ༰のܰॏに؍٬తͳઢҾ͖ࠔͰ͕͢ɺ
ԻָͰ͏ݴイーδーϦεχンάのΑ͏ͳྨ͕ٻΊΒΕ͍ͯるΑ
͏にͤΒΕ·͢ɻ
ײのみͰɺه্ײにର͢るෛの࡞ɺ学ੜ͔ෆ͔
の大ҙతͳのͰͨ͠ɻͦの͜ͱあΓɺ݁Ռͱͯ͠
学ੜにରͯ͠දݱのຊ࣭తͳ໘Ͱの੍՝ͣ͞ɺදݱ
༰のԿに͍ͭͯҰΛҕͶ·ͨ͠ɻ͔͠͠ࠓにͯ͑͠ࢥ
ɺ学ੜͱͲগのෛのҙݟにࣖΛけɺରΛॏͶͳ
͕Βɺある͖病院のॻΛ͢ࡧ͖Ͱͨ͠ɻଵຫΛਂ͘
ল͠ͳけΕͳΓ·ͤΜɻ
͏Ұͭ৺ΓΛ͑ݴɺܳज़ྍ๏のઐՈ͕த৺తͳϝ
ンόーにՃΘΒͳ͔ͬͨ͜ͱͰ͢ɻ病院ͱܳज़のίϥϘϨー
γϣンΛ͑ߟるࡍにɺܳज़ྍ๏ࠜװのҰͭにͳΓಘ·͢ɻ
ॻにΑるྍ๏の࣮ફܾͯ͠গͳ͍ΘけͰͳ͘ɺ͜のํ໘
Λઌಋ͢るํにɺઐతͳݟ͔ΒॻにΑるྍ๏のՄੑに
͍ͭͯɺおΛؾ͔͍ͨͬͨ͠·͢ɻॻの学ੜ͕ɺ病院
のน໘のみͳΒͣɺ院のྍ๏のҰに·ͰίϛοトͰ͖ͨͳ
ΒɺͦΕຊϓϩδΣΫトのୈೋນͱͯ͠ɺ͜の্ͳ͍࣮ફͱ
ͳるͰ͠ΐ͏ɻ

かんの・ちあき
筑波大学芸術系教授。専門は中国書法史、漢字書作品の制作。
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展示作品は、書コース・領域の学生によって、病院内で展示
することを踏まえた上で書かれており、毎年二度ほどの展示
替えをしている。その言葉の持つ意味が病院で展示するに
ふさわしいかを検討された上で展示作品を選んでいる。こ
れまでに、つくばの土地に関係のある俳句の作品や、絵の
入った作品も展示された。窓には障子を設置し展示作品に
直射日光が当たらないよう工夫している。職員のアンケート
からは「落ち着く」「癒される」「なごむ」「殺風景ではなく
なった」などの肯定的意見が多く見られた。また「高齢者の
患者と話ができた」といった感想もあった。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟2階
展示期間＝2013年12月～
担当教員＝菅野智明
制作＝2012～2013年度：「けやきに宿る筆墨の心 ―筑波大生によ
る書の作品展―」：田野倉美貴、西山優、浜野真由美、星子桃子、天野
太輔、岡直樹、吉澤太雅、安生成美、大橋覚、周晏羽、中川みわ子／
2014年度：「書のプロムナード I ―筑波大生による書の小品点―」展：
井田明宏、緒方ひかる、久須美裕子、熊澤志乃、剣持翔伍、齋藤太一、
永田聖弥、藤枝咲絵、前田耕作、松山美和子、青木美菜代、新井恵理佳、
井上未来、井樋愛里、大坪遥嘉、田島慶、永関梨子、松尾実咲、松田
彩花、渡辺裕美／2015年度：「書のプロムナードⅡ ―筑波山と豊かな
自然―」：椎名正悟、鈴木吉貴、野坂千夏、深田香菜子、堀越智博、山
口真未、山口由希菜

渡り廊下における書作品の展示

Photo by Clint Randall

イギリス・ブリストルのフレッシュ・アーツ・フェスティバル
（→ p.96）に参加した際のプログラムの一つ。書領域の大
学院生が行った。縦長の巨大な紙にその場で言葉を書いて
いくデモンストレーションは、広い会場内でも存在感があり、
作品を囲む来場者の輪ができたほど。また書かれた言葉「真
玉泥中異」などは、病院で展示されることを意識したもので、
来場者の方々はコーディネーターによる通訳を興味深く聞か
れていた。ワークショップも人気があり、参加者は初めての
書道に集中して取り組んでいた。また参加者が書く言葉を
選ぶ際は、学生たちがつたない英語で言葉の意味を伝える
と、自然とその場には笑顔が生まれていた。
場所＝サウスミード病院（イギリス・ブリストル）
実施期間＝2015年9月18日、19日
実施＝デモンストレーション：前田耕作／ワークショップ：前田耕作、
大嶋千尋、高橋和佳奈、出口真帆　ほか

書道デモンストレーション＆ワークショップ
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ΨーデンのͨΊの২ɺ動ɺࡊの੍࡞

筑波大学ෟଐ病院ೖޱόεఀલのΨーデンにཱମ࡞ܗ
Λઃஔ͢る活動に 2013 ͔Β 2015 ·ͰऔΓΜͩɻ
͜のاըɺ༊͠のۭؒఏڙͱͯ͠ఉのઃ͔ܭΒ੍࡞ɺӡӦ
·ͰΛླ͏ߦխڭतのڥデザインࣨڀݚにΑるΨーデ
ンϓϩδΣΫトͱڠಇͰ࣮͢ݱる͜ͱ͕Մͱͳͬͨɻ๛͔
ͳ༸ࣳにώϠγンεのࢵɺνϡーϦοϓのɺίεϞεのԫɺ
੨ͳͲ৭ͱΓͲΓのՖʑのதにཱମ࡞ܗΛऔΓࠐみɺࣗવ
ͱܳज़の༥߹Λ͜͢ࢦͱͰɺ病院にೖ院͞Ε͍ͯるऀױの
ํʑɺҩྍैऀࣄͱͯ͠ಇ͔Ε͍ͯる৬һのํʑɺ၆ᛌͯ͠み
ΕΨーデンΛ௨Γ͔͔るਓに༊͠Λ༩͑るܭըͰ活動Λଓ
けͨɻඞͣόε͕ൃண͢るॴͱ͍͏͜ͱあΓɺ病院ؔऀ
ͪΖΜの͜ͱؔऀҎ֎のଟ͘のਓʑのに৮Εɺ大ม
ධΛಘる͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ཱମ࡞ܗɺʮ૯߹ܗ࡞ԋश A-ᶘʯͱ͍͏तۀͰ

ओにܳज़ઐ学ߏ܈ઐ߈ 2 のཤमرऀ͕औΓΜͩɻ
ཤम学ੜにʮ༊͠のΛ࡞るΨーデンϓϩδΣΫトʯのதの
࡞ܗ੍࡞ͱͯ͠՝Λ༩͑ͨɻ࡞༰ɺ২ɺ動ɺ
ࡊΛϞνーϑͱͯ͠ɺαイζ 30cmཱํҎͰૉࡐϙ
ϦΤεςϧथࢷにアΫϦϧృΛ༻͍ͨɻ

̶̶環境デザイン研究室 筑波大学附属病院前ガーデンプロジェクトとの協働による̶̶

ཱମ࡞ܗの֎లࣔ

খ༟ࢠ
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2013 年度は、30 名の履修者に筑波実験植物園の植物を
モチーフとしてイメージスケッチした植物をオリジナルに解釈
し、造形を試みてもらった。2014 年度は、29 名の履修者が
アニマル造形というテーマで好みの動物をイメージスケッチ
し、それをモチーフとして立体制作を行った。2015 年度は、
27 名の履修者が好きな野菜を持ち寄り、スケッチし、立体化
した。各年度によって取り扱うモチーフは様々であったが、野
外設置のため耐久性を考慮し、一貫して使用素材はポリエス
テル樹脂を用いた。
植物作品を制作した 2013 年度の作品は、イギリスのノ
ーフォーク・アンド・ノーリッチ大学附属病院のガーデンに
「スーパー・ナチュラル・ガーデン（SUPER NATURAL 

GARDEN）」展と題して寄贈した。これと連動して、病院内
でアートワークショップ「The aroma candle of a pig」
を実施し、アロマの香りで心の癒しを感じてもらい、患者を
始め、医療従事者への和みの休憩場を提供することができた。

交流の場としての可能性

病院ガーデンプロジェクトを実施し、今後の可能性として得
られたのがまず、制作側に視点を置くと、履修学生には立体
造形に用いる基礎的な素材に触れさせることができた。これ
は今後、他の立体課題に取り組む場合にも応用が可能となる。
加えて、立体造形への興味を湧かせ、作ることの楽しさや苦
労を体感することで芸術作品の制作についてより経験値を高
めることができた。また、単に作品を作るだけでなく、大学関
係者以外の人々にも作品を観てもらう場に展示することで制作
者としてのモチベーションを上げる可能性が高くなることが見
て取れた。病院という場を提供してもらい、作品に触れる対
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ऀ͕ओにऀױҩྍैऀࣄͱͯ͠ݶఆతͰあͬͨのͰɺ༊
͠・みͱ͍͏ίンηϓトのͱɺ࡞イϝーδͱͯ͠ɺܗに
ؙみΛͨͤͨ࣋Γ৭Λ໌にͤͣϋーϑトーンௐに͢るͳͲɺ
Λݶఆ੍ͯ͠࡞にऔΓΉ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ҩྍैऀױͰɺܳज़Λ௨ͯ͡ৗͰΓಘͳ͍ݱ
ग़͢͜ͱͰݟ௨߲Λڞͱ͍͏࡞ͱ৮Ε߹͏͜ͱ͕Ͱ͖ɺऀࣄ
ձ͕Μͩɻ͘͠ऀױ͕ࢣޢΛ࿈Εͯ࡞Λؑ͢
るؒ࣌ΛऔͬͯΒ͏͜ͱͰ྆ऀのަྲྀΛܗͰ͖ɺਓͱਓͱ
の͕ܨΓ͕ࣗવͱੜみग़͞Εͨɻ͜のΨーデンϓϩδΣΫトͰ
༊͠Λ༩͑るͱڞにަྲྀのΛఏڙͰ͖るՄੑΛͪ࣋ಘ
͍ͯるɻ

ܳज़ͱࣗવΛඋ͑ͨެۭؒڞのల։

͖ݶظճのόεఀલのΨーデンࠓのൃలͱͯ͠ɺޙࠓ
ͰआΓ͍ͯるͰあΓɺ͜のϓϩδΣΫトऴྃޙ২͞Εͨ
Ֆʑͱڞに࡞Λఫ͠ڈɺฦ٫͞ΕるɻͦのͨΊɺҾ͖ଓ͖
ಉ͡Ͱ࣮͢ࢪる͜ͱࠔͰあるɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺՄੑͱ
ͯ͠ड़ͨΑ͏に͜のϓϩδΣΫトͰܗ͞Εͨਓͱの͕ܨΓ
Λอ࣋͠ɺ৽ͨͳల։のΛ୳͍ͬͯ͘͜ͱ͕͜Ε͔Βのൃల
に͍͕ͯͬ͘ܨɻ
ࣗવ͔Βਓ͕༊͞ΕるӨڹਫ਼ਆత݈߁のճ෮ͱ্にΑ
るޮՌͰݟΒΕるɻ࣮ࡍにՊ学తにղ໌͞Εる෦あΓɺ
৺ͱମの݈ͮ͘߁Γͱ࣮ͯ͠͞ࢪΕ͍ͯるྫあるɻࢢ෦
ΑΓྛのதͰա͢͝ํ͕Թ・࣪・෩・のڥにお͍ͯ
շదͰあΓɺ৺ഥΛ҆ఆͤ͞ਆܦ活動Λ੍͠ɺϦϥοΫε
ޮՌ͕ಘΒΕるɻ͜Εͱಉにܳज़࡞Λؑ͢る͜ͱϦ
ϥοΫεޮՌ͕ݟΒΕるɻਓ͕༨Ջにඒज़ؗΛӡͿの
৺の҆Β͗ΛٻΊ͍ͯるͨΊͰあるɻֆըのҠΓゆ͘άϥーデ
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ーγϣンの৭ɺூࠁのྲྀ動తͳϜーϒϝントɺݱアートͰݟ
ΒΕるϢーϞϥεͳインελϨーγϣンͳͲΛؑ͢る͜ͱに
ΑΓਓਫ਼ਆతͳམͪண͖ΛऔΓ͍ͯ͘͠ɻ͜の͜ͱにΑΓɺ
ࣗવͱܳज़͕ॏͶ߹ΘͤΒΕͨΨーデンϓϩδΣΫトのதの
ཱମ࡞ܗలΛ࣮ͨ͜͠ࢪͱにΑΓɺऀױのํҩྍैࣄ
ऀɺ͘͠௨Γ͕͔Γのਓ༊͠ͱ҆Β͗ɺਓͱの͕ܨΓΛ
͢る͜ͱ͕࣮ূͰ͖ͨɻܗ
Ψーデンਓ͕ू͏ެڞతͳ༊͠の病院Ҏ֎にৗ

తにଘ͢ࡏるɻྫ͑ɺҬのจԽަྲྀॴਓϗーϜɺ
学ߍɺ͘͠ࡂͰのආࢪઃͳͲͰあるɻ͜のΑ͏ͳଞ
のͰの活動にΨーデンϓϩδΣΫトͱܳज़ΛϛοΫεͤ͞
ͨ༊͠ののఏڙΛల։͍ͯ͘͜͠ͱ൚༻ੑΛͪ࣋ಘ͍ͯ
るɻਓࣗવͱڞにੜ͖ɺܳज़ਓؒのࠜݯͰあΓɺࣗવͱ
ू·Εる༊͠のۭؒͮ͘Γのଟ͘のల։͕༷ʑͳॴͰՄ
Ͱあるɻ

おの・ゆうこ
筑波大学芸術系助教。専門は現代アートにおける造形表現の制作と空間展
示の研究。



66

総
合
造
形

ガーデンにおける立体造形作品の展示。初年度は植物、2
年目は動物、3 年目は野菜をモチーフに学生が制作を行っ
た。野外設置を考え素材はポリエステル樹脂にアクリル塗
装を施している。また、定期的に小野養豚ん（小野裕子助教）
による豚をモチーフにした作品「暖」も展示。モチーフの愛
らしさから、患者や職員のみならず近隣の子どもなどに親し
まれた。またイギリス・ノーフォーク・アンド・ノーリッチ大
学附属病院と交流の機会を得、初年度の植物の作品は当病
院のガーデンに寄贈した。
場所＝筑波大学附属病院 「筑波大学病院入口」バス停前
制作期間＝2013年10月～
展示期間＝2014年2月～
担当教員＝小野裕子
アートワーク＝2013年度：ヌー・アンドレイ・アンドレアス、石川文
月、石田結香、伊藤香里、大石望未、神田千鶴、木村有希、倉賀野美
都、齊藤明美、斉藤夢乃、佐々木楓、鈴木絹彩、鈴木ゆり、高橋佳乃、
田口温子、太智花美咲、千葉美和子、中村沙耶香、永野真未、野口悠
梨、服部真知、早川翔人、日髙美樹、別城拓志、堀内菜穂、水上理帆、
三宅映未、安田泰弘、山崎佳菜、若菜美帆／2014年度：伊藤さや香、
井上拓哉、井上雅由、大城ひかり、櫻井咲人、佐山円未、須藤諒一、
武石早代、田中夏海、田中みゆき、丹下理恵、出口真帆、當田亜利、
友常果歩、西脇江里子、早川果穂、樋口理沙、町長しおり、松室ひかり、
宮地彩百合、山ノ井梨紗子、吉村勇紀、李素和、沼田歩実、横山真菜、
大橋伸太朗、間中千嘉、堀真実、小谷恵子／2015年度：飯田瑠璃子、
岩村梨央、江崎可音、大西未沙子、加来未咲、鎌田瑞希、工藤朝子、
窪田千莉、齊藤桃子、佐藤安友里、篠倉彩佳、新海高志、鈴木果菜、
鈴木里佳子、諏訪春佳、高橋さあや、滝原春野、竹田早織、福田雪子、
福永真央、増田有夏、村上楓、村山明里紗、勝部里菜、早川なつみ、
セッペル・スティナ、林沛棋

球体、円錐形、立方体といったさまざまな幾何学形態をし
た多色の香り付きアロマオイルの入ったロウワックスを準備。
参加者にはこれらを組み合わせることで、ぶたの形になるよ
うに好きな形を選んでもらった。選んだパーツをぶたの形
にして完成させ、病室の窓際に飾るなどして香りを楽しんだ
り、キャンドルとしても使用できるように持ち帰ってもらっ
た。高齢者や若い女性の患者、ご家族の男の子や病院スタ
ッフなど、約 20 名が参加。
場所＝ノーフォーク・アンド・ノーリッチ大学付属病院（イギリス・ノー
リッチ）
実施日＝2014年9月13日、14日
実施＝小野裕子
参加者＝約20名

ͿͨのアϩϚΩϟンυϧϫーΫγϣοϓ

ཱମ࡞ܗのΨーデンのలࣔ

小児病棟全体を「つくばの森」に見立て、森の風を感じるモ
ビール作品を各所に設置。四季の花々や、空、葉や水など
の自然をイメージした 19 作品を、廊下やプレイルーム、検
査室、トイレなどさまざまな場所に展示した。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階 小児総合医療センター
展示期間＝2012年12月～
担当教員＝逢坂卓郎
制作＝有馬俊、市川航也、大図岳、山倉有未、太田優子、髙橋凪沙、
田郷美沙子、岡﨑奈々、海老原梓、坂井れい、河崎優香、山口大空翔、
山越梓、木本一颯、下境里奈、榎本ちさと、小野塚丈太、金澤美槻、
尾崎拓磨、簑拓真

ʮͭ͘のʯϞϏーϧ
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͜Ε·ͰのܦҢ

筑波大学ෟଐ病院ʢҎԼɺෟଐ病院ʣͱの࿈ۀࣄܞに͍ͭ
ͯɺ͜Ε·Ͱ෮ࢧڵԉ活動ͳͲͰアートܥのϫーΫγϣοϓΛ
ͱͳ͘ɺखͨ͜͠ࢪͰ࣮ؔػͱあ͕ͬͨɺҩྍͨ͜͠ࢪ࣮
୳Γのঢ়͔گΒελートͨ͠ɻ·ͨࢲのઐίンϐϡーλー
ө૾Λ༻ͨ͠ϝデΟアアートͰあͬͨͨΊɺͦΕΒΛ活༻
ͨܳ͠ज़のల։͕ٻΊΒΕͨɻ࣮ࡍにೖ院͍ͯ͠るڙࢠୡͱ
͍ͯ͠るͱɺҩྍث۩にͭͳ͕Εͯෆࣗ༝ͳ༷ࢠͰあるに
͔͔ΘΒͣɺҙཉతにϫーΫγϣοϓにࢀՃ͍ͯ͠るޫܠΛ
のͨΓにͨ͠ɻڙࢠୡのتΜͰ͍るإΛみ͍ͯるͱɺܧଓ
͢る͜ͱ͕ॏཁͩͱ͡ײるͱڞにɺҩྍۭؒͱ͍͏ಛघੑΛ
ेにྀͨ͠ϫーΫγϣοϓΛܭը͢るඞཁੑΛ௧ͨ͠ײɻ
にɺڞੜの͔けͱ࠶のऔΓΉܳज़のͰɺํͪͨࢲ
ҬͰ༷ʑͳ࡞Λలࣔͨ͠ΓɺϫーΫγϣοϓイϕントΛ։
るɻͦΕΒͦのॴͰཱ͔͠͠ಘͳ͍ɺॴの͍ͯ͠࠵
ಠࣗ ʢੑインελϨーγϣンʣΛแ͍ͯ͠るɻ病院にお͍ͯ
ಉ༷ͰあΓɺҩྍۭؒͰのみཱ͢る࡞͕あるͱ༧͞
Εɺ࣮ફͱূݕΛ͍ͯͬߦるɻ

ҩྍۭؒͰܳज़活動Λ࣮͢ࢪるͨΊのجຊతͳํ͑ߟ

ܳज़ͰҩྍのΑ͏にਓΛ࣏͜͢ͱͰ͖ͳ͍ɻ͕ͩɺҩ

έアʷϝデΟアアートの࣮ફ

ଜ্໌࢙
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ྍのڥͰܳज़Λഔհͱͨ͠ډ৺のྑ͍ڥΛఏҊ͢る͜
ͱՄͰあるͱࢥΘΕるɻ
ۙのܳज़ɺඒज़ؗΪϟϥϦーͳͲにలࣔ͞ΕͯҰ෦
のࣝ֊ڃΛରͱͨ͠のにͳͬͯおΓɺສਓ͕ੑΛ
༗͢る͜ͱ͕͍͠ଆ໘あるɻҩྍにお͍ͯՊ学ٕज़ڞ
のඈ༂తͳൃୡにΑͬͯਓʑの໋͕ٹΘΕ͍ͯる໘ɺ大ऺ
にͱͬͯのҩྍ͕ϒϥοΫϘοΫεԽͨ͜͠ͱ͕൱Ίͳ͍ɻܳ
ज़͕ҩྍのෳࡶԽΛղ͖΄͙͠ɺҩྍ͕ܳज़のެੑڞΛαϙ
ート͢る͜ͱͰɺお͍ޓのܽΛิ͠ɺΑΓݱਓのਓؒੑ
Λ๛͔にͰ͖るのͰͳ͍ͩΖ͏͔ɻ

のతͭࡾ

ࣨڀݚͰɺҩྍڥのվળɺใの։ࣔ・ڞ༗ɺܳज़
におけるڭҭのͭࡾのతΛ͛ܝるɻ
̍ɽܳज़のٕज़Λഔମͱͯ͠ҩྍڥΛมԽͤ͞る͜ͱΛ
తͱ͢るɻ০Λ͜͏ߦͱܳज़のׂͰある͜ͱ࣮ࣄͰ
ある͕ɺՃՁతͳアートΛ͑ͨՄੑ͕あるͱԾఆ͠ɺ
ҩྍۭؒͰの࣮ફߟΛ࣮͢ࢪるɻ
̎ɽҩྍڥ࣬病の͜ͱΛ͘ҰൠにͬͯΒ͏ɻҩྍ

ۭؒެڞతͳ໘ͲのΑ͏ͳ͜ͱ͕ߦΘΕ͍ͯる͔る͜ͱ
Λड͢るؔػにͱͬͯҩྍऀױͰあるɻͦΕ͕ࠔ͕
ΒΕるɻҰൠ大ऺͱҩྍΛɺܳ͑ߟͰあるͱݩのෆ҆のࡍ
ज़Λഔհにͭͳ͙ࢼみͰあるɻ
̏ɽ大学ڭҭにお͍ͯɺݱのܳज़දݱίンϐϡーλ

ө૾ΛͨͬのͳͲɺଟछଟ༷Խ͍ͯ͠るɻͦΕΒのٕ๏
Λ学Ϳ͜ͱͩけ͕ڭҭのຊ࣭Ͱͳ͍ɻࣾձのχーζΛ୳͠
ग़͠ɺܳज़දݱΛ௨ͯ͡Λվળ͢るྗΛにͭけͤ͞る
Ͱあるɻアート࡞Ͳのॴに০ͬͯྗΛൃشͰ͖る
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ものではなく、場所や鑑賞者のニーズに応じた展開をすること
で、初めて成り立つのである。

メディアアートの特徴を活用した展開

メディアアートは、芸術の分野の中でも映像・アニメーショ
ン・写真などを扱っており、親しみやすいメディアを活用した
コンテンツの制作を行った。制作のきっかけは、芸術側から
の提案と、医療関係者からの依頼の二通りに分けられる。
［芸術側からの提案］

　・「つくば、はたらくひと」写真展の開催

　・小児病棟プレイルームでのアニメーションワークショップ

　・小児病棟処置室の天井に投影する映像作品の提案

　・筑波大学のキャンパスの紹介映像（1 階ロビー三面モニター）

　・疾病の紹介アニメーション（1 階ロビー三面モニター）

　・医療関係者を紹介するアニメーション映像（1 階ロビー三面モニター）

［医療側からの依頼］

　・治験の広報ビデオ（臨床研究推進・支援センター依頼）

　・次世代ガン治療（BNCT）の広報ビデオ（陽子線研究センター依頼）

　・世界糖尿病デーにおけるオリジナルキャラクターと広報ビデオの制作

　　（リハビリテーション部依頼）

芸術側から提案したプロジェクトについても、医療関係者と
の連携が欠かせなかった。インフルエンザやアレルギーを紹
介するアニメーション映像については、専門医から指導・助言
を頂戴し、複数回のやりとりの中で作品の完成度を高めた。
病院の関係者を紹介するアニメーション映像では、医師、看
護士とその患者の方のご厚意により出演していただくことがで
きた。制作に関わる関係者や関係部署との連絡については、
アートコーディネーターの仲介によりスムーズに進めることが



70

総
合
造
形

ग़དྷͨɻ
ઌํ͔Βのґཔに͍ͭͯɺใؔの͝ґཔ͕ଟ͘ɺア
χϝーγϣンΩϟϥΫλーΛ༻͍る͜ͱͰɺདྷ๚ऀใΛ
Θ͔Γ͑͘͢る͜ͱΛͨ͠ࢦɻʮͭ͘ɺͨΒ͘ͻͱʯ
ࣸਅలɺ࣬病にؔ͢るө૾に͍ͭͯɺ筑波大学ܳज़ઐ
学܈のतۀͱͯ͠։͠ߨɺཤम学ੜ 20 ໊΄ͲͰاը・੍
Λઃஔ͢るతΛઃఆ͠ɺ࡞ΘΕͨɻཤमऀɺܳज़ߦ͕࡞
ؑऀのཱにཱͬͯϓϩδΣΫトのཱҊΛͨͬߦɻಛにҩྍ
ۭؒにお͍ͯɺҰൠతにແ࣭ػͳۭؒͱ͍͏イϝーδ͕あ
るͱಉ࣌にެ͍ͨߴ͕ੑڞΊɺઃஔ͢る࡞の֮ࢹతͳޮՌ
に͍ͭͯख़͢ߟるඞཁ͕あͬͨɻ学ੜୡɺ病院に;͞Θ
ɺདྷ๚ऀのཱにཱͬͨຊにඞཁͱ͠ޡࡨߦࢼΛ࡞͍͠
͞Εるܳज़࡞Λͨ͑ߟɻ大学ੜのڭҭతͳݟに͍ͭͯ
ɺ病院Λ͡Ίͱ͢るҩྍؔऀに͝ཧղ͍͖ͨͩɺ活
動のΛఏ͍ͩͨڙけͨ͜ͱ大มͳӡͰあͬͨɻ

Θ͔ͬͨ͜ͱɺޙࠓの՝

病院のؔऀΛհ͢るアχϝーγϣンө૾Ͱɺアχϝ
ーγϣンͱ͍͏؆ུԽΛಛͱٕͨ͠๏Λ༻͍る͜ͱͰɺޠݴ
ͰΘΒͳ͍のΛ֮ࢹԽ͠ɺΑΓΘ͔Γ͘͢イϝーδΛ
͑る͜ͱにޭͨ͠ɻใؔのө૾に͍ͭͯɺॳ
病院のө૾ஔͰの্өͰあ͕ͬͨɺΣϒαイトస
ར༻͞Ε͍ͯるɻ·ͨɺアχϝーγϣンのө૾に͘Εͯ͞ࡌ
͍ͭͯɺখࣇՊの߹ࣨにઃஔ͍ͨ͠ͱ͍͏ཁΛ͍ͨ
͍͍ͩͯるɻ院ͰのアンέートॻͳͲͰධՁΛ͍ͨ
͍ͩͯおΓɺܳज़Λҩྍۭؒల։͢る༗ޮੑ͕໌Β͔にͳ
ΓͭͭあるͱࢥΘΕるɻ͞ޙࠓΒͳるੳΛ͜͏ߦͱͰɺෟଐ
病院Ҏ֎のҩྍۭؒͰల։͢る͜ͱ͕Մ͔Ͳ͏͔ɺҾ͖
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ଓ͖ௐࠪΛ͍͍ͨߦɻ
Λରͱͨ͠ϫーΫγϣοϓに͍ͭͯɺॳɺඇৗڙࢠ

Λମͤ͞ݧる͜ͱͰৗのͭΒ͍͍ࢥΛܰ͢ݮる͜ͱΛతͱ
͍͕ͯͨ͠ɺ࣮͢ࢪるにͭΕͯɺアートΛ௨ͯ͡ৗのੜ活Λ
औΓ͢͜ͱのॏཁੑ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ͜Εɺ௨ৗのアー
トܥϫーΫγϣοϓͱ大͖ͳࠩҟͰあるͱࢥΘΕるɻ

1֊のࡾ໘Ϟχλーに͍ͭͯɺઃஔॳ病院のࣔܝ൘ͱ
ͯ͠のػͱɺͦΕΛ࠼るΑ͏ͳアχϝーγϣンΛܭը͍ͯ͠
͕ͨɺ病院αイυのྀにΑΓɺܳज़のίンςンπΛશ໘త
に্ө͍͍͍ͤͯͨͩͯ͞るɻ·ͨɺϫーΫγϣοϓの࣮ࢪ
アχϝーγϣンの੍࡞にお͍ͯɺҩࢣΛ͡Ίͱ͢るޢ
ɺ৬һのํʑͳͲのҩྍαイυのଟ࢜๏ྍۀ࡞ɺ࢜ɺอҭࢣ
大ͳ͝ཧղͱ͕ྗڠあͬͯͦ͜ϓϩδΣΫトΛ࣮͢ࢪる͜ͱ͕
Ͱ͖ͨɻܳज़の࡞活動ɺͱ͢るͱࣗݾຬͰརݾతͳ
にकΒΕͳ͕ऀҝにͳͬͯ͠·͍͕ͪͰある͕ɺҩྍؔߦ
Βɺͪͨࢲの活動͕Γཱ͍ͬͯるͱ௧に͍ͯ͡ײるɻ

むらかみ・ふみあき
筑波大学芸術系助教。専門はメディアアート、インタラクティブアートに関
する研究。
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ࣸਅ࡞ʮͭ͘ɺͨΒ͘ͻͱʯのలࣔ

新棟「けやき棟」の開設に合わせ、1階の待ち合いスペース
に設置された大型モニターを使用して、つくば市をモチーフ
に緑豊かな街の美しさを紹介する映像作品や、入院してい
る子供たちが医師や看護師へインタビューを行うアニメーシ
ョンを上映。また各部より依頼された映像制作（世界糖尿
病デーにおけるオリジナルキャラクター、次世代ガン治療な
ど）については、医師や理学療法士との連携も行っている。
これらの映像は待ち合いスペースに表情をもたらすだけでな
く、疾病に関わる啓発や情報発信などの重要な役割を担っ
ている。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟1階
展示期間＝2013年12月～
担当教員＝村上史明
アートワーク＝ 2012年度：「PLUS」（制作=西脇慶）／2013年度：
「みわたすつくば」（制作＝村上史明）、「お医者さんに聞いてみよう」（制
作＝松村衿沙）／2014年度：「お医者さんに聞いてみよう2」（制作＝
松村衿沙）、「BNCT（中性子線治療）紹介映像」（制作=有馬俊、大図岳、
福井周一、太智花美咲）、「治験に関する映像」（制作=水上理帆、瀧下
祐子）／2015年度：「ホスピタルクエスト～アレルギー編～」「ホスピ
タルクエスト～インフルエンザはどうして起こるの編～」（制作＝石山望、
五十嵐理乃、鈴木美優、諏訪真、吉村勇紀、吉岡瑞葵、井口智奈、鈴
木優実／監修＝竹田一則、小金丸博、鈴木寿人、福島紘子）、「世界糖
尿病デー告知映像」（制作=堀内菜穂、石山望、鈴木実優）、「お医者さ
んをさがせ！」（制作=早川香穂、田中みゆき、当田亜利、勝部里菜）

࡞໘ϞχλーӨ͢るɺө૾ίンςンπの੍ࡾ

つくば市内で働く人びとをテーマに、学生が撮影した写真
を展示。2012 年より実施している。20 ～ 30点の作品か
ら病院関係者や芸術系教員らの協議によって入選作品を決
定した。選考された作品は学生が書いた作品解説とともに、
けやき棟 12 階の「ラウンジ」と呼ばれる多目的スペースに
て展示。パン職人、ケーキ職人、レストラン従業員、楽器職人、
ほうき職人、農家、自転車屋、研究所員など多岐にわたる「は
たらくひと」が選ばれ、働く真剣な表情や明るい笑顔など
が病院内で好感度が高いことが伺える。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟12階展望ラウンジ、3階術前外来、
2階家族控え室、1階救急ホール、MRI・CT待ち合い室
展示期間＝2012年11月～
担当教員＝村上史明／担当技術職員＝鷺野谷秀夫
制作＝ 2012年度：小田島果咲、水上理帆、野口悠梨、村上怜央、石
川達哉、三宅映未、永野真未、木村有希、鈴木ゆり／2013年度：市
川由佳、五十嵐理乃、西脇江里子、樋口理沙、砂田夏海、倉賀野美都、佐々
木楓／2014年度：沼田歩実、山崎志帆、武石早代、佐藤賢吾、井上
拓哉、窪田千莉、佐々木七海、大井直人、伊藤香里、鈴木実優、大竹美緒、
当田亜利、小池美佳子、飯泉麻衣、出口真帆／2015年度：矢ヶ部優希、
高橋さあや、鈴木果菜、奈良日向子、橋本采果、浜元恵、野濱ありさ、
内間あやめ、藏本航、宮坂優希、工藤朝子
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小児科に入院している子どもたちと保護者を対象とし、学生
によるアニメーションのワークショップを実施。2014 年度、
2015 年度ともに、1日目に子供たちが描いた絵を学生がア
ニメーションにし、2日目に病棟で上映会を行った。上映会
は天井にアニメーションを投影することで仰向けのままリラ
ックスした状態で鑑賞することができる。また、学生が考
えたストーリーに子供たちの絵が登場しており、子供たちの
創造性に働きかける作品となった。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
実施期間＝2014年7月2日、9日／2015年7月8日、24日
担当教員＝村上史明
制作＝2014年度：別城拓志、小林諒也、藤原美由、吉村弘幸、及川
和也、石川文月、大石望未、齊藤明美、佐々木楓、鈴木絹彩、丹治遥、
早川翔人／2015年度：町長しおり、佐山円未、松室ひかり、鈴木直
子、横山真菜、菊地絢女
協力＝福島紘子（医師）、泉智子（看護師長）、北野雅（保育士）

小児科でのアニメーションワークショップ

「つくばの森」をテーマにした小児総合医療センターにて、
廊下や処置室の天井に映像の投影を行った。ストレッチャ
ーでの移動中や治療中に仰向けの状態で、アニメーション
映像を鑑賞できる演出である。映像は時間によって景色が
変化し、鑑賞者を飽きさせない仕組みになっている。また、
処置室では個々の患者に適したアニメーションを医療関係
者が端末の操作によって選択できるようになっている。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
展示期間＝2013年4月～
担当教員＝村上史明
制作＝2013年度：有馬俊、市川航也、田中みさよ、栗原拓人、小熊
かおり、小嶋芳維、呉尚殷、原口寛子／2014年度：園山あずさ、野
口悠梨、神田千鶴、木村有希、倉賀野美都、堀真実、鈴木ゆり、石田
結香、奥田展也、 太智花美咲、 堀内菜穂、千葉美和子、田郷美沙子、伊
藤香里、金井啓太／2015年度：市川由佳、伊藤さや香、大城ひかり、
須藤諒一、町長しおり、佐山円未、松室ひかり、鈴木直子、横山真菜、
菊地絢女

「つくばの森」アニメーション上映
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খࣇ૯߹ҩྍηンλーΛҰͭのに

 ࣨڀݚ 2004 ͔Β筑波大学ෟଐ病院ʢҎԼɺෟଐ病
院ʣͱܳज़ܥのίϥϘϨーγϣンにࢀՃ͠ɺ2005 に֎དྷ
౩αインγεςϜのϦχϡーアϧのجຊデザインΛߦͳͬͨɻ
֎དྷ౩αインのࢪཌの 2006 に࣮͞ࢪΕͨɻ2008

͔Β B ౩のデザインにணख͠ɺB ౩のجຊデザインͱɺෟ
ଐ病院શମの৭ܭ࠼ը༻ॻମͳͲのجຊํΛデザイン
ͨ͠ɻB ౩のαインϦχϡーアϧ࣮͞ࢪΕͳ͔͕ͬͨɺデザ
インのجຊํɺෟଐ病院શମの౷Ұ͕ײඞཁͳ͜ͱ͔Βɺ
৽ͨにͯݐΒΕͨけ͖౩のαインܭըに活͔͞Εる͜ͱに
ͳͬͨɻ
͜のけ͖౩のݐઃに͍ɺࣨڀݚͰݐஙデザインの
ౡ౧ࣨڀݚͱڞにけ͖౩ 6 ֊に։ઃ͞Εるখࣇ૯߹ҩ
ྍηンλーΛɺ҆Β͙ۭؒに͠Α͏ͱ͍͏͜ͱͰऔΓΜͩɻ
2011͔ΒجຊデザインにऔΓみɺ2012 6݄͔Βʮͭ
͘のʯΛςーϚͱͨ͠۩ମతͳデザインΛ։ͨ࢝͠ɻখࣇ
૯߹ҩྍηンλーΛҰͭのͱͯ͠ଊ͑ɺͦのۭؒにల։͢
るイϝーδΛඳ͖ͳ͕ΒデザインΛߦͳͬͨɻΤϨϕーλーͰ
6 ֊に߱Γͨͱ͜Ζ͔ΒɺإΛࠨにけるͱ·ͣにೖͬͯ͘
るの ʮ͕ͭ͘のʯͰあるɻ͜Ε͕খࣇ૯߹ҩྍηンλーに
ೖるͱ͖に࠷ॳにग़ձ͏ೖޱのϑϩアҊදࣔͰɺけ͖の

ଜߒ

病院におけるάϥϑΟοΫల։ͱ
༠ಋҊγεςϜ
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を中心としたつくばの森を全面に見せている。「これからつく
ばの森に入っていきますよ」と印象づけているのである。まず
入口でつくばの森に出会い、扉を進むごとに森の中心部に入っ
ていくような演出で、グラフィックスを展開した。入り口から
森の中心部に進む小径（廊下）はピンク色を中心とした暖色系
の配色とし、フロア奥の病室のエリアは、青緑系とし落ち着い
た森の中の安らぎの空間とした。こうした構成と演出により、
特定のイメージが突出すること無く、けやきの木を中心とした
イメージ空間や背景に馴染むように「つくばの森」をデザイン
している。  

一般者エリアとスタッフエリアの誘導案内 

また病院には、患者やその家族が利用する一般来院者エリ
アと、けやき棟中央部にあるエレベーターホールを中心に医
師・看護師、職員が利用するスタッフエリアがある。スタッフ
エリアの誘導案内は、2 階には設置されているものの、他の
階では各階案内は表示されているが、フロア案内や誘導案内
は設置されていない。
そこでデザインした 5 階は、産科と小児科のフロアである。
このフロアは他科の医師が訪れることも多く、フロア案内や誘
導案内がなく分かりづらいとの意見が挙がっていた。5 階は、
産科と小児科のエリアが、微妙に交差し、スタッフエリアと
患者やその家族が通る一般エリアの廊下にも接していること
から、複雑な構造で分かりづらいエリアであった。特に患者
やその家族には、分かりやすい誘導案内表示が必要である。
来院者とスタッフエリアの問題点を調査し、デザインを行なっ
た。一般来院者用とスタッフ用のそれぞれの誘導案内を基本
としてデザインした。 
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ɹ
֤ΤϦアの໊শӨ͢ڹる༠ಋҊγεςϜ 

筑波ϝデΟΧϧηンλー病院ʢҎԼɺϝデΟΧϧηンλーʣɺ
1985 の։院Ҏ߱ɺ֎དྷ౩ɺຊؗɺ৽ؗɺͱ૿ங͕ߦΘΕ
ෳ߹తͳݐͰӡӦ͞Ε͍ͯるɻ༠ಋҊͦΕͧΕ૿ங
ߟΛը֤౩ͱのؔܭにɺඋ͞Ε͖ͯͨɻαインࡍのࣄ
͑ͣͦΕͧΕߦΘΕͨ݁Ռɺશମͱͯ͠Ұ؏ੑ͕ͳ͍αイン
දࣔͱͳ͍ͬͯるɻෳ߹తͳݐͰある͜ͱ͔Βݐߏ
Ѳͮ͠Β͘ɺདྷ院ऀ͕ಓに͍͍͢ڥͰあるɻͦ のͨΊɺ
৬һにಓҊΛٻΊるਓ͕ଟ͘ɺ͔Γ͍͢༠ಋҊγε
ςϜΛඞཁͱ͍ͯͨ͠ɻࣨڀݚͰɺ2011͔ΒϝデΟΧ
ϧηンλーの༠ಋҊγεςϜ・αインܭըのվળのͨΊのௐ
ࠪΛ࢝Ίɺ2014  3 ݄にجຊデザインͱվળのఏҊΛ·
ͱΊͨɻ

2015 にͨ͠৽͍͠病౩ݐઃΛػܖͱ͠ɺࣨڀݚ
Ͱ·ͱΊͨجຊデザインͱվળఏҊΛਐΊる͜ͱͱͳͬͨɻϝ
デΟΧϧηンλーͱؔ࿈৫の౷ҰײΛද͢͜ͱతにɺެ
ӹஂࡒ๏ਓ筑波ϝデΟΧϧηンλーにଐ͢る৫のϩΰλイϓ
のデザインΛ 2013 ʙ 2014 にࣨڀݚͰߦͳͬͨɻ
վળఏҊɺ৽病౩͕ՃΘる͜ͱͰݐの໊শ͕ෳࡶԽ͢
る͜ͱΛݒ೦͠ɺ·ͣطଘのݐؚΊ໊ͨশのه߸ԽΛڧ
͘ఏͨ͠ݴɻͦͯ͠৽ͨͳ病౩Λʮ3 ߸౩ʯͱ͠ɺطଘのʮ֎
དྷ౩ʯʮຊ౩ʯʮ৽ؗʯʮ֎དྷ౩ʯʮ1߸౩ʯʮ2 ߸౩ʯʮ3 ߸౩ʯ
にม͞ߋΕͨɻ͜ΕΒに֤౩の৭Λઃఆ͕ͨ͠ɺ༠ಋҊ
αインγεςϜΛશͯߋ৽͢る͜ͱ͍ͨ͠ΊɺΤントϥン
ε͔Β 3 ߸౩·ͰΛ؏͘病院のத৺ͱͳる࿓ԼΛத৺にల։
͢る͜ͱにͨ͠ɻͦ͜Ͱɺ͜の࿓ԼにΑΓѪண͕ͯるΑ͏にɺ
৽ͨͳ໊લΛઃఆ͢る͜ͱΛఏҊ͠ɺ院のҙ͕ݟ·ͱΊΒΕ
ʮϝデΟΧϧεトϦートʯͱ͍͏໊শにܾ·ͬͨɻ·ͨɺ৽౩
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にͰ͖るചళのあるアϝχςΟーۭؒの໊শΛʮ͘͞ΒͻΖ
ʯͱ͢る͜ͱにܾ·ͬͨɻ
の໊শݐճの༠ಋҊγεςϜのデザインɺैདྷのࠓ
Λ͔۠ͨͬΒɺػผのΤϦアදࣔにΑる۠ͱมߋ
͢るܭըͰあるɻϝデΟΧϧεトϦートΛத৺ͱͨ͠༠ಋҊ
γεςϜɺʮ໌る͔͘Γ͘͢ʯΛϞοトーにデザイン͠
ͨɻ৽病౩の 3߸౩ɺ2015 7݄に͠։͍ͯ͠ۀるɻ
ϝデΟΧϧεトϦートؚΊͨ༠ಋҊγεςϜɺ2015 
の༧ఆͰあるɻ

αインܭըͰॏཁͳ͜ͱ

あるۭؒڥのதΛɺࣗવͳྲྀΕͰҠ動Λαϙート͢るの
͕༠ಋҊͰあるɻ༠ಋҊͰٻΊΒΕる͜ͱɺΘ͔Γ
͘͢ཧղ͍͢͠දࣔͰあるɻදࣔ໘のάϥϑΟοΫ͕ॏཁͳ
͜ͱ͔֬Ͱあるɻ͔͠͠αインܭըͰ࠷ॏཁͳ͜ͱɺα
インද͕͖ࣔͪΜͱػ͢る͔ɺͦのͨΊにαインදࣔΛͲ
͜にઃஔ͢る͔ɺͱ͍͏͜ͱにあるɻ
ۭؒのதにଘ͢ࡏるαインදࣔɺ༠ಋҊのػͱผ

にɺͦのۭؒのҹにӨڹΛٴ΅͍ͯ͠るɻͨͱ͑病院Ͱ
҆৺ײԹ͔͞ɺ২ԂのΑ͏ͳۭ͍ؒͰ࠼ΓΛ༩͑
るཁૉͱͳるɻαインܭըͱɺ৴པײͱ͍ͬͨࢪઃのҹ
にӨ͢ڹるデザインͳのͰあるɻ

きむら・ひろし
筑波大学芸術系准教授。専門はインフォメーションデザイン、展示デザイン、
写真。
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筑波大学附属病院けやき棟の建設に伴い、小児総合医療セ
ンターの壁面にデザインを展開した。自然豊かなまちである
つくば市になぞらえ、樹木、雲、動物などの絵柄を施した。
エレベーターを降りてすぐの案内表示面には色数、要素とも
に最大数を使用し、中に進むにつれ、暖色のエリア、青緑
色系のエリアといったように要素を絞っていくデザインとな
っている。特定のイメージが突出することのない、安らぐ空
間を演出した。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
竣工＝2012年12月
担当教員＝木村浩
制作＝デザイン：木村浩／動物イラスト：高野牧子、狩野裕哉

ʮͭ͘のʯάϥϑΟοΫల։

筑波大学附属病院けやき棟の産科と小児科のフロアの誘導
案内の設計とデザイン。このエリアは、患者やその家族が
利用するエリアと医師・看護師、職員が利用するスタッフエ
リアが混在し複雑な構造を持つ。そこで問題点の調査を行
い、一般来院者用とスタッフ用の誘導案内を明解で分かり
やすく計画した。けやき棟の方針に基づき多国語表記となっ
ている。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟5階
竣工＝2014年4月
担当教員＝木村浩
施工＝株式会社ティー・アイ・ディー
制作＝デザイン：木村浩／デザイン補助：金恩妃

筑波大学ෟଐ病院け͖౩ � ֊の༠ಋҊ

小児病棟のキャラクターを入院病棟の子どもたちに募集し、
集まった絵を学生が立体のフィギュアにした作品。全部で
11体あり、病棟のさまざまな場所に点在して設置。「けやき
イレブン」とは病棟の名称「けやき棟」に由来している。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
展示期間＝2012年12月～
担当教員＝内山俊朗
制作＝松本麻理、谷尚樹、甲斐智恵

け͖イϨϒン
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増築を重ねるに連れ、サインのデザインがばらばらになるこ
とは珍しくない。筑波メディカルセンター病院もその例で来
院者が迷いやすい環境にあった。そこで新棟の建設を契機
に、誘導案内のシステムとサイン計画の見直しを検討。そ
の調査から計画までを行った。既存の建物も含む各棟を改
称し、テーマカラーを設定した。また職員への公募によって
入口から 3号棟までを貫く廊下が「メディカルストリート」、
新棟のアメニティー空間が「さくらひろば」と命名され、こ
れらを含めた誘導案内システムをデザインした。
場所＝筑波メディカルセンター病院
竣工＝2016年度完成予定
担当教員＝木村浩
総括・デザイン＝木村浩
調査・研究＝2011-2013年度：金恩妃／2012-2013年度：狩野裕
哉、杜哲旭
基本設計＝2013年度：金恩妃、狩野裕哉、杜哲旭
デザイン補助＝2015年度：李冠群、福井周一

けやき棟開院以降、1階廊下にて筑波実験植物園の植物を
紹介している。紹介のための企画や編集、グラフィックデザ
インなどを植物園職員と学生が話し合いながら進めている。
年に数回の展示替えを行っており、植物園が選定した季節ご
との植物を紹介。また、毎年園内で撮影された写真のコン
テストを開催し、優秀作品も展示している。病院には植物
類の持ち込みができないため、写真等で紹介することで空
間が豊かになっている。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟1階
展示期間＝2012年11月～
担当教員＝木村浩
協力＝筑波実験植物園
制作＝2012年度：杜哲旭、劉玭、清水夏穂、大竹英理耶、三宅映未、
小関美咲、沼田歩美／2013年度：劉玭、王琦、佐藤賢吾、平田実、
李冠群／2014年度：楊陽、李冠群、江崎可音／2015年度：楊陽、
神田実咲、久光真央、遠山寛人、周暘

筑波実験植物園の展示

誘導案内システム・サイン計画の改善
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ෆ҆にͳるۭؒ

ԿのͨΊに病院にఉ͕ཁるの͔ɻ͜のࠜຊతͳ͍͔けΛ
Կ܁Γฦ͖ͯͨ͠ɻ
ೖ院ͨ͠Γɺத学ੜ͕࢞にظͳ͍͕ɺ༮গݧܦにೖ院ࢲ
のࠒ෦活動ͰނোΛ܁Γฦͯ͠大学病院に௨ͬͨΓ͢るͳ
Ͳɺ大͖͍نの病院ͱのؔΘΓあͬͨɻ病院のݐڊ
大ͳํܗのശͰɺपล大͖ͳಓ࿏͕Γறं͕͕ͬ
͍ͯͨɻ͖ͭߦけのྍॴͱҧ͍ɺ大ن病院のۭؒ大
͖ͯ͘ΑͦΑ͍ͦ͠ҹ͕͍ڧɻ筑波大学ෟଐ病院 800 চ
ͱ͍͏大ن病院Ͱある͕ɺෑの֎に͕๛Ͱɺ院
に筑波大学の adpϓϩδΣΫトにΑるアートイϕント
ͳͲ͕ଟ͘ݟΒΕるɻখ͞ͳͻͱͭͰ病院ۭؒʮ͍͕ࢲ
͍͍ۭͯؒʯͱ͡ײΒΕるΑ͏にͳるͱ͍ͨͮؾɻ

病院にఉ͍Βͳ͍ʁ

ɺ୯ମの২ʮ২のۭؒʯ͕ਓؒに༩͑るྑ͍Өࠓ
に͍ͭͯٙ͏ऀ͍ͳ͍ɻ͜Εਫ਼ਆతɺମతͱにޮڹ
Ռ͕͞ূݕΕͯおΓɺ病院Խͱ͍͏֮ࢹతͳ২の活༻ͩ
けͰͳ͘ɺਫ਼ਆ病ऀױϦϚνऀױのϦϋϏϦςーγϣンに
ར༻͞ΕるΑ͏にͳ͍ͬͯるɻ͜の͖ͮؾ͔͞の΅るͱϑ

大ౢઍਘ

病院にఉ͕あるͱ͍͏͜ͱ
̶̶͜Ε͔Βのҩྍͱڥデザイン̶̶
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ローレンス・ナイチンゲールにいきつく。患者にとっては療養
空間になりうる庭は、しかし健常者にとっては単にアメニティ
のひとつとしか捉えられていない。
日本の大規模病院では「非日常的」であることが当然という

考え方がある。病院のアメニティの重要性や「ガーデンホスピ
タル」という構想が話題となった時期に「高度治療・早期回復
を目的とする病院に “ 家庭的 ”“ ホテルのような快適性 ” を求
めることはそもそも間違っているのではないか」といった主張
がでてきた※1。こういった現実の壁の前で、環境デザインという
分野が病院環境に何を見、何を提案していけるのか。療養環境
の過去から現在までの変遷と今後の病院建築の方向性を考える
とともに、私たち環境デザインの可能性を見ていきたいと思う。

隔てられた病院建築の内と外

現在の病院空間に関する研究は「建築（屋内空間）」と「屋
外空間」のふたつに分かれている。病院建築（屋内空間）の
研究分野において、屋外空間は屋内空間を整えるためのひと
つの要素としか捉えられていない。病院緑化、療養庭園やそ
れをベースにしたまちづくりといった、医療や福祉と関係する
植物の幅広い研究は園芸療法や人間と植物の関係を研究する
分野で行われており、病院での実践の拡大は思ったよりも小
さい。そのもっとも大きい理由として、施主となる医療従事者
にとって屋外空間が建設費削減の対象になっている点である
ことが考えられる。医療従事者にとって重要なことは、①医
療機器を揃える、②病床数の確保、③それらを守る建築、④
屋外空間や飲食店などアメニティの充実、というように優先
順位があるのではないだろうか。建築がある上で屋外空間が
ある、という考え方なのである。
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ҩྍɺݐஙの֎

病院ݐஙのมભͱޙࠓのํੑΛͨ͑ߟͱ͖にɺ病院ݐங
のίンηϓトのΩーͱͳるの෦のෳ߹Խɺྍ࣏๏のηンλ
ーԽɺऀױの௨院Խ͕͛ڍΒΕ͍ͯる˞2ɻ病院ҬͰػ
にΑͬͯԽ͢るํͰௐ͞ΕͯおΓɺج൫తͳྍ࣏Λඋ
͑ͨのͱɺؔ࿈ੑの͍ߴ෦͕ू͞ΕͯηンλーԽ͞Ε
ͨのͱに͔Εる͜ͱ͕༧ଌ͞Ε͍ͯるɻ·ͨ 2003 の
แׅҩྍඅࢧ੍͍ํࣜにΑΓࡏ院のॖԽ͕ਐΊΒ
Εɺ͞Βに৵ऻྍ࣏のٕज़͕ඈ༂తにൃలͨ͜͠ͱͰ・
खज़ͱに௨院にΑる͕ྍ࣏த৺ͱͳ͖͍ͬͯͯるɻ͜のΑ͏
ͳҩྍγεςϜのมԽに͍ɺ͜Ε·Ͱݐஙの෦Ͱお͞·ͬ
͍ͯͨ病院のׂ͕͞ࢄΕɺιϑト໘ͱͯ͠Ոఉ・Ҭに
おけるखज़લޙのϑΥϩー͕ɺϋーυ໘ͱͯ͠ظੑٸ病院ͱ
࿈͢ܞるͦのଞのྍ࣏・ྍཆۭؒのܭըɺεςοϓμンの
ͨΊのྍཆ͕ڥॏཁにͳ͖͍ͬͯͯるɻͦͯ͜͜͠にɺ͍·
·Ͱ୯にアϝχςΟのॆ࣮ͱ͔͑͠ߟΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨఉの
ຊདྷのׂ͕ػ͢るのͰͳ͍ͩΖ͏͔ɻ

病院ఉԂの͔ͨͪ

病院のఉに༷ʑͳ͑ߟ͕ܗΒΕるɻఉԽͱҧ͍ɺͦ
͜にʮਓの活動ʯ͕ଘ͢ࡏる͔ΒͰあるɻ
病院のதにऀױのͨΊの ňด͡ΒΕͨఉŉ Λͭ͘るͱɺͦ͜
病院にډͳ͕Βに͕ͯ͠ऀױ֎のۭؾࣗવͱ͍ͬͨ֎
෦に l ϓϥイϕートに z ৮ΕΒΕるۭؒͱͳるɻͻͱͭの
ྫにಛԽۭͨؒ͠ͰあΕਫ਼ਆ໘ͩけͰͳ͘ମ໘にお͍ͯ
ʮྍཆのఉʯにͳΓ͏るɻ
ҰํͰ·ͪにରͯ͠ ň։͔Εͨఉŉ ͰあΕɺ·ͪのਓにͱ
ͬͯৗతにΛӡͼɺΛཹΊ͍ͯ͘ͱͳΓɺೖ院ऀױ
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ͦ͜にʮৗʯΛݟる͜ͱ͕Ͱ͖るɻ筑波大学ෟଐ病院Ͱ࣮
ફͨ͠ఉͰɺೖ院ऀױ௨院ऀױɺ病院৬һ͕ϕンνに࠲
ͬͯఉΛோΊͨΓɺۙྡอҭԂࣇࢠ࿈ΕのՈ͕ࢄา్த
に༡ͼͱͯ͠ར༻ͨ͠Γ͢るޫ͕ܠΑ͘ݟΒΕͨɻ্ఉԂ
のϝンςφンεΛϘϥンςΟアに͍ͤͯるྫࣄͰɺҬॅ
ຽͱ病院ͱのؒにৗతͳͭͳ͕Γ͕ੜ·Ε͍ͯるͱ͍͏Λ
ฉ͍ͨ͜ͱ͕ある˞3ɻޙࠓՃ͕༧͞ΕるྸߴԽ͜ىΓ
͏るࣗવࡂにΉけͯɺҩྍࢪࢱઃ͕ੜ活の࣠ͱͳる·ͪ
ͮ͘Γ݈ৗऀ・ऀױͱにॏཁͳํ͑ߟにͳるͩΖ͏ɻ

Γͭͭあるҩྍͱͱに͕

病院の֎ۭؒͱ͍͏ɺ病院にΑͬͯҩྍのࡏΓํ
病院ݐஙにର͢る͕ํ͑ߟҧ͏ͨΊ͕ͯ͢ಛҟྫࣄͱ͍
͏͜ͱにͳるɻ病院のܭըٕज़ࣨ病ࣨのஔɺޢ
動ઢのܭըɺখ͞ͳϐーε͝ͱにɺͦ͜ͰߦΘΕるҩྍΛ
デザインڥΊΒΕるɻٻ͕ࢹにҾ͖ग़͢ϛΫϩͳݶ大࠷
ɺ͜のখ͞ͳϐーεのߏにਓの活動ΛॏͶͯΑΓࢹ͍
Ͱ͍ͯ͑͘ߟඞཁ͕あるɻͻͱͭの病͔ࣨΒݐங・ఉ・ෑશ
ମΛӽ͑ͯ·ͪͱϑΥーΧεΛม͑ͳ͕Β͖߹͍ͬͯ͘͜
ͱɺͦͯ͠ԿΑΓ ňͦ͜の病院ڥʰΛʱデザイン͢るŉ の
Ͱͳ͘ɺʮݸʑの病院ڥʰͱʱデザイン͍ͯ͘͠ʯ͜ͱ͕
ॏཁͱ͍ͯ͑ߟるɻ
*1: 中山茂樹「病院の方向性と緑の役割（〈特集〉予防医学時代における緑の役割）」、『日本緑化工学会誌』、第34巻、
　　3号、2009年
*2: 『医療福祉建築〈特集 :創立60周年記念〉』、医療福祉建築協会、2014年
*3: 総合病院 南生協病院（愛知県名古屋市）の事例より

おおしま・ちひろ
筑波大学人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻環境デザイン領域修士
1年。大学 4 年時より附属病院前ガーデンプロジェクトに関わる。
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病院の建物と建物のすき間空間に設えた庭。さまざまな排
気口が集まるこのデッドスペースを活かせないかという要望
が院内から上がり、中庭をつくる計画が始まった。最初か
ら完成した庭をつくるのではなく、少しずつ楽しみながら手
入れできるようにとの意図から、複数の杉コンテナを用いた。
小さな庭が集合したイメージで、植物を植えた杉コンテナを
自由に配置できる。「はじまりの庭」という名称にはこの庭
をきっかけに病院と地域をつなげていきたい思いが込められ
ている。
場所＝筑波メディカルセンター病院 病棟間屋外
企画・設計＝2011年12月～2012年3月
設置＝2012年4月～
担当教員＝鈴木雅和
制作＝鈴木雅和研究室、筑波大学クラフト専攻学生、筑波メディカルセ
ンター広報課、同施設管理課
維持管理＝筑波メディカルセンター病院 リハビリテーション療法科

͡·Γのఉ

環境デザイン領域の学生が中心となり、筑波大学附属病院
最寄りのバス停前に癒しの空間を提供するためガーデンを
設計・制作した。芝をはがすところから耕転作業、苗や球
根の植え付けまでを手作業を中心に制作。約 90㎡の花壇
が完成した。定期的に草刈りや芝刈り、施肥、水やり、花
柄摘み、剪定、植え替え等のメンテナンス作業を行った。ガ
ーデン内には、プロダクトデザイン専攻の学生作の木製ベ
ンチを設置。また期間を区切って総合造形領域の小野裕子
助教と指導学生によるポリエステル樹脂製の立体作品の展
示が行われており（→ p.66）、ガーデンを散歩ルートとして
活用する近隣保育園の園児にも親しまれている。
場所＝筑波大学附属病院 「筑波大学病院入口」バス停前
実施期間＝2013年11月～
担当教員＝鈴木雅和
制作・運営＝竹淵翔太、奥村瑛莉奈、黄欣涛、中塚翔子、イーエマル・
プーア、大竹英理耶、大嶋千尋、村上怜央
ベンチ制作＝趙麗華

病院લΨーデンの੍࡞・ӡӦ
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ガーデンが完成した 2014 年の春に、最初のイベント「ガ
ーデンオープニング（庭開き）」を開催。テープカットならぬ
庭カットで幕をあけた式では、ハーブの苗の植え付けや、ハ
ーブクッキー &ティーのふるまい等が行われ、ガーデンの
今後について有意義な懇談が行われた。またその年の秋に
はガーデンカフェを開催。塗り直したベンチ付きテーブルと
タープをお披露目。手づくりのクッキーやフルーツティーを
振る舞った。ガーデンカフェは 2015 年の秋にも開催され、
ワークショップや、研究員の小中大地によるガーデンゴブリ
ンの公開制作が行われた。
場所＝筑波大学附属病院 「筑波大学病院入口」バス停前
実施日＝ガーデンオープニング：2014年4月23日／秋のガーデンカフェ：
2014年10月28日／Garden Cafe～ガーデンの秋を見つけよう～：
2015年11月11日
担当教員＝鈴木雅和
企画・実施＝竹淵翔太、中塚翔子、大嶋千尋 ほか

病院前ガーデンを活用したカフェイベント等

精神神経科外来と協働し、デイケアにてガーデンの空間利
用を試みる実践プログラムを計 4 回行った。精神神経科の
医師や看護師、作業療法士とともに、庭園療法に実績のあ
るアナグリウスケイ子氏をアドバイザーに迎え、ガーデンの
植物を使ったワークショップやお茶やお菓子の提供のほか、
メンテナンス活動も取り入れた。参加した作業療法士から
は、「空間をとらえたり、雰囲気全体を生かしたりする視点
が新鮮で、提供するものに広がりが出た」などの意見があ
った。
場所＝筑波大学附属病院 「筑波大学病院入口」バス停前
実施日＝第1回：2014年9月8日／第2回：2014年10月20日／
第3回：2014年11月27日／第4回 : 2014年12月8日
担当教員＝鈴木雅和
企画・実施＝大嶋千尋
アドバイザー＝アナグリウスケイ子（アーティスト、庭園療法士）
参加者（合計）＝患者（成人）：27名、作業療法士：2名、看護師：４名

病院前ガーデンを活用したデイケアプログラム
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病院ݐஙのۭؒɺػ͕ෳࡶͳނにཧతͳ؍͔Βの
ը͕ͳ͞Ε͕͕ͪͩɺۙ病院のྍཆۭؒにおけるੜ活のܭ
ʢ࣭QOLʣの্のؔ৺͕ߴ·Γɺྍཆۭؒのվળ͕ٻΊ
ΒΕるΑ͏にͳ͖ͬͯͨɻʮ大学Λ։͘アート・デザインϓϩデ
ϡーεʢҎԼɺadpʣʯの病院アートɺʮϗεϐλϒϧ・イン・
ϗεϐλϧʯͱ͍͏ϑϨーζͰɺ͜͏͍ͬͨࣾձతχーζのઌ
తͳྫࣄͱͯ࢝͠·ͬͨɻ病院ͱ͍͏ཧݐஙにɺશؔ͘
ͳ͍学ੜのडけೖΕΛ͢る͜ͱ病院にͱͬͯϊイζͰあΓɺ
病院๚Εͨ学ੜͨͪɺʮ病院のۭؒແ࣭ػͰྫྷ͍ͨʯͱ
͍ͬͨ病院のۭؒにର͢るҧײΛにड़るɻ͜͏ͨ͠
のจԽతΪϟοϓΛ͠߹͏͜ͱ͕͍ޓ adp 活動の動ػにͳ
͍ͬͯるɻ
ɹจԽతΪϟοϓͳͥ͏·Εͨの͔ɻ病院ݐஙのࢪઃܭ

ըにお͍ͯɺ病院ͱ͜͏ある͖ͱ͍͏ࢹɺۙҎ߱ଟ
͘の病院ΛશࠃͰಉ͡Α͏にઃஔ͢る͜ͱに大͖ͳׂΛՌ
ͨͨ͠ɻ͕ɺܭը͞Εۭͨؒͨͱ͑ܭըతにӡӦ͞Ε͍ͯ
ͨͱͯ͠ɺඞͣ͠օにͱͬͯշదͱݶΒͳ͍ɻཧॏ
ཁͳ՝Ͱある͕ɺཧ͞Εۭܾͨؒͯ͠ډ৺͕Α͘
ͳ͍のͰあるɻͳͥͳΒΘ͕ͨͨͪ͠ੜ活͢るৗۭؒͬ
ͱϊイζ͕あΓɺଟ༷Ͱあるɻ·ͨͦΕͧΕの·ͪにಛ͕
あるΑ͏にɺ病ؾにҬੑ͕あΓɺͦの͜ͱ͔Β病院に
Ε͍ͯるɻͭ·ΓݱಛੑͳͲҬੑ͕ऀױ QOLͰ͜のෳ
֮ײΛऔΓΜͰ͍͘͜ͱ͕ඞཁͰあΓɺ͜Εにৗత͞ࡶ
ײडੑΛ։͍ͨɺݱの؍Λ௨ͯ͠ݱݻ༗のΛ͘

るɺ͑ߟஙデザイン͔Βݐ
病院のྍཆۭؒվળのՄੑ

ౡ౧
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み্͛る͜ͱ͕ॏཁͰあるɻͦͯͦ͠のͳ͔Ͱͦ͜ਓ͕ੜ͖る
ྗΛ͑ࢧɺدΓఴ͏病院のۭؒΛ͑ߟΒΕるのͰͳ͍ͩΖ
͏͔ɻ

ஙのͨΊɺ͡ݐͳͤ ͬ͘Γͱɺؒ࣌Λ͔けͯ

͜͏ͨ͜͠ͱ͔Βۙの adp における病院アートの活動Ͱ
ɺアεύϥΨεύϓϦΧɺ学ੜ͕病院のݱに
൫ͱͳ͖ͬͯجる͜ͱ͕͢ݟɺΛൃ͍ߦௐࠪΛ؍ɺ͠ࡏ
ͨɻʮՈ۩͕ΒΒʯʮ҉͍ʯʮ͔ͭΘΕ͍ͯͳ͍ʯʮ͍࣌
͍ؒͬͯるʯͳͲݱͰのਓのৼる͍Λ͠؍ɺάϥϑ
εέονͳͲにͯ͠·ͱΊるɻ͜ΕΛϓϩδΣΫトձٞͰ病院
ͱڞ༗͢るɻ͜の͜ͱにΑͬͯ病院ଆ学ੜଆಉ͡ςーϒϧ
にࣗ৴Λͬͯͭ͘͜ͱ͕Ͱ͖ɺͦΕͧΕのݟΛ۩ମతにަ
ݱɺܕͰɺਤ໘౼ݕͰ͖るΑ͏にͳるɻ·ͨҊの
Ͱの࣮ݧͳͲɺ͞·͟·ͳख๏ΛͱΓɺみͳ͕ೲಘͰ͖る
のΛ͠߹͍ͳ͕Βܾఆ͍ͯ͠るɻ
学ੜษͭͭ͠ڧあるઐੑΛ࠷大ݶ活͔͍ͯ͠る͕ɺ
ϓϩͰͳ͍ɻࣗͨͪ૬खೲಘ͢る͜ͱΛͯ͠ࢦɺʮͭ
ͭ·Εαϩンʯʮ͜ΕͼΧーςンʯのϓϩδΣΫト͔Βɺ2 
ؒͱ͍͏ؒ࣌Λ͔けͯɺͬ͘͡Γ͠߹͍࣮͢ݱる͜ͱに学ੜ
ͨͪڵຯΛͭΑ͏にͳ͖ͬͯͨɻͭ·Γ adp 学ੜにͱ
ͬͯɺ༩͑ΒΕͨ՝Ͱͳ͍ɻ病院ελοϑ学ੜみͳ
͕ରͳཱͰɺҊにର͢るҧײΛ͍ޓにݴ༿に͢るɻͦ
の࿅Γ͠のͳ͔にɺଟ͘の͖ͮؾ学ͼΛಘる͜ͱ͕Ͱ͖
るɻͤͳݐஙൃऀडऀのཱΛ͑ɺͦ͜にؔΘ
るਓのײڞɺڠಇの্に͔͠Γཱͪಘͳ͍ͱࢲ͏ࢥにͱͬͯɺ
adpの病院アート·͞にͦ͏͍ͬͨݱͰあΓɺͩ ͔Βͦ͜ɺ
るɻ͍ͯ͡ײଓͰ͖͍ͯるのͩͱܧ

かいじま・ももよ
筑波大学芸術系准教授。専門は建築学（建築設計、建築意匠論） 、建築と
都市の空間構成に関する研究。
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学生のチーム・アスパラガス（2013 年度チーム）が病院職
員の依頼により精神神経科にて、ワークショップを行った。
精神神経科は、ほかの病棟よりも外出の機会が少なく病棟
内で過ごすことが多いのが特徴である。そのため、病棟内
の共用空間を患者や病院職員が自ら彩ることができるワー
クショップを企画。病院職員と話し合いを重ね、食事室の
窓から見えるまちなみや季節の移ろいを見て感じられるよう
「まちなみを描こう」（写真下）を実施。マスキングテープで
風景をなぞり、そのなかに特殊な絵の具を塗ることで、ステ
ンドグラスのように窓を彩った。また「コップタウンをつくろ
う」（写真上）では箱庭療法にヒントを得て、プラスチック
コップに患者の好きなモチーフを配置し、それを積み重ねた。
場所＝筑波大学附属病院 B棟7階精神神経科
実施日＝2013年12月25日、2月9日
担当教員＝貝島桃代
実施＝アスパラガス（井上大志、中塚翔子、大政愛、中島靖雄、伊藤さ
や香、翠川亜純、荻山孝介、出口真帆）
参加者数（計）＝患者：約20名、病院職員：約5名

アスパラガス（2015 年度チーム）によるワークショップ。
靴下や雪だるまのかたちのフェルトや色画用紙を毛糸でつな
げ、ポケットの機能を持った作品を制作し、患者とともに壁
に飾った。また展示期間中に作品内にアスパラガス作のクリ
スマスカードを潜ませた。展示後に自分の作品を手にしてプ
レゼントに気づいた参加者は、喜びの顔を見せていたそう
だ。また会場づくりのために準備したサンタとソリの壁の飾
りは、来年も使いたいという要望を受け病棟に寄贈した。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟8階西／10階東病棟
実施日＝2015年12月9日
担当教員＝貝島桃代
実施＝アスパラガス（有賀睦、草刈美紅、熊本果歩、関優花、樋口青彦、
藤田彩加、武藤有希乃）
参加者数＝患者：23名

ΫϦεϚεϙέοト

ਫ਼ਆਆܦՊͰのϫーΫγϣοϓ
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筑波メディカルセンター病院のラウンジの改修プロジェク
ト。自然に人が集える空間を目指し、木漏れ日のような日
差しをつくり出すカーテン「こもれびカーテン」を設置した。
事前に現状調査や職員参加型のワークショップを行い、企
画・コンセプトを立案。制作にあたっては、テキスタルデザ
イナーやテキスタイル専門会社へ相談や素材調査を実施す
るなど、病院だけでなく外部機関との関わりも多かった。カ
ーテンは淡い緑とベージュの 2 枚が重なるデザインとなって
おり、特殊加工で施された有機的な模様がカーテンのゆら
ぎとともに、空間に柔らかく流動的な光を生み出す。
場所＝筑波メディカルセンター病院 1階ひだまりラウンジ
企画・設計・施工＝2012年5月～2014年3月
竣工＝2014年3月
担当教員＝貝島桃代
協力＝安東陽子
企画・設計＝パプリカ（田淵裕基、亀崎玲奈、古賀優斗、島田文、山口
大空翔、久具山桃子、瀧本泰士、須藤諒一、安田泰弘）
マネジメント＝岩田祐佳梨
参加者数＝お披露目会：43名（病院職員）

ひだまりラウンジ／こもれびカーテン

それまで有効に活用されていなかった「家族控え室」を、
患者や家族が気軽に立ち寄れる小さなプライベート空間に
改修した。学生による利用実態調査や職員参加型のワーク
ショップ「妄想ワークショップ」（写真下）を行い、現状の
課題や新しいコンセプトを共有しながら進められた。「和ら
げる場」「気分転換がはかれる」といったコンセプトを元に、
学生チームが設計を担当し、曲面の壁を増設。木製家具と
やわらかい素材のカーテンを設けて、つつまれるような空間
を生み出した。同プロジェクトはいばらきデザインセレクシ
ョン 2015にて知事選定を受賞。
場所＝筑波メディカルセンター病院 4階（元）家族控え室
企画・設計・施工＝2012年5月～2014年3月
竣工＝2014年3月
担当教員＝貝島桃代
企画・設計＝パプリカ（梅川元一、中田敦大、松本造、村上怜央、石川
由佳、早川翔人、水越優宇、市川由佳、小暮春佳）
マネジメント＝岩田祐佳梨
参加者数＝妄想ワークショップ：33名／お披露目会：43名（ともに病
院職員）

つつまれサロン
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病院の患者図書室開設プロジェクト委員会の依頼により、
貝島桃代研究室と大学院生によるチームが空間デザインに
携わった。病室の改修により、森のようなイメージを実現す
るため木製の家具とペンダントライトを導入。家具は、本棚、
既存の椅子を活かしたテーブルセット、1人用ソファー、ベ
ンチソファを揃え、さまざまな過ごし方ができる空間づくり
を試みた。また既存の障子やベッド回りの設備板やライト
は、そのまま病室の記憶をとどめる役割として残した。片側
の壁は漆喰とし、森をイメージした壁画制作を仏山輝美教
授に依頼（→ p.58）。入口にはサインフラッグを設けた。入
院患者のための小さな図書室として親しまれている。
場所＝筑波大学附属病院 B棟5階
竣工＝2015年9月
担当教員＝貝島桃代
設計＝岩田祐佳梨、秋葉正登、眞田峻輔
サインフラッグデザイン＝出口真帆

けやき棟の建設に伴い小児総合医療センターのイメージ
を「つくばの森」とし、壁面のグラフィックを木村浩研究室
（→ p.78）、全体の空間デザイン計画と掲示板、カーテンの
デザインを貝島桃代研究室が担当。職員対象のワークショ
ップを開催し空間デザインのコンセプトやイメージづくりを
行ったほか、各芸術系教員にアートワークを依頼し、空間
デザインのマネジメントも行った。カーテンは葉のモチーフ
を単位とした三角形の模様をプリント。また掲示板は「つく
ばの森」にとけ込むよう、雲や木のような形のフレームをつ
くり、A4と A3サイズの掲示物が入れられる。掲示機能を
持った装飾になるようデザインした。
場所＝筑波大学附属病院 けやき棟6階小児総合医療センター
竣工＝2012年12月
担当教員＝貝島桃代
設計＝岩田祐佳梨、大倉健

ʮͭ͘のʯۭؒデザインܭըʗࣔܝ൘ʗΧーςンのデザイン

ਤॻऀױ ʮࣨۅの༿จݿʯ

地下 1階で窓がなく圧迫感があり、薄暗い核医学検査室の
待合室。そこで患者の視点の行き場をつくり、明るくあたた
かい雰囲気を演出するために、間接光を用いて光が穴から
こぼれる新しい照明をデザインした（写真は検討の様子）。
場所＝筑波メディカルセンター病院 2号棟地下1階核医学検査室待合
企画・設計・施工＝2014年5月～2016年2月
竣工＝2016年2月
担当教員＝貝島桃代
企画・設計＝パプリカ（眞田峻輔、豊田正義、市川由佳、安喜祐真、今
村明日香、菅原楓、篠田夏於、島田絵、服部充鉱、望月愛海、池田修兵、
小野田万粋、北川りさ、細坂桃、松本梨加）
マネジメント＝岩田祐佳梨

ۭあ͔Γ͏Ήʢ֩ҩ学ࣨࠪݕ߹のর໌վमʣ
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2005 Ҏདྷɺ筑波大学͕औΓΉ病院のアート・デザイ
ン活動ɺ૯߹తͳҩྍγεςϜのҰͱͯͦ͠のॏཁੑ͕
活動ઌの֤病院Ͱʑ࣋͞ࢧΕるΑ͏にͳ͖͍ͬͯͯるɻΦ
ーεトϥϦアおΑͼイΪϦεͰ๚ͨ͠Ͳのҩྍؔػにɺ筑
波大学ܳज़ܥͱ筑波大学ෟଐ病院のΑ͏にڭҭؔػͱҩྍػ
ؔの৫తͳڠಇにΑるϓϩάϥϜͳ͔ͬͨɻͦのҰํͰɺ
ຊイΪϦεのΑ͏に院৫のͳ͔にҐஔͮけΒΕɺҩ
ྍϓϩάϥϜͱཱͯ֬͠͞Εͨアートあ·ΓݟΒΕͳ͍ɻア
ートɺੑおΑͼҩྍにର͢るアϓϩーνにお͍ͯ྆ࠃの
རΛ活͔͢にɺࣾձの࠷ऑཱ͍のਓʑΛ͞Βに͍ࢥ
Γࢧԉ͢るڥΛੜみग़ͨ͢Ίのแׅతͳྗ͕ඞཁͰあ
るɻ
ຊใࠂͰɺΦーεトϥϦアɺイΪϦεおΑͼຊにおける
病院Ͱのアートデザインのྨࣅͱ૬ҧに͍ͭͯৄ͘͠ड़
ɺͦのڮ͠Λ͢るͱͱに͍ޓの༏ྑྫࣄΛ学Ϳɻ

ΦーεトϥϦアおΑͼイΪϦεの病院Λ๚Εͯ

2014  2 ݄ɺΦーεトϥϦアの 2 ϱॴのҩྍࢪઃɺΣε

ҩྍにおけるアート
��ຊɺӳࠃおΑͼΦーεトϥϦアのアイデア
ͱྫࣄհ

ϋーϕε・ϦϜ・ϑΥンデϰΟϦア
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トϛーυখࣇ病院ͱϝϧϘϧンのϩイϠϧ・νϧυϨンζ病院
Λ๚ͨ͠ɻ
Σεトϛーυখࣇ病院ʢผ໊ɺϩイϠϧ・アϨΫαンυϥ
খࣇ病院ʣ 1889 にઃ͞Εɺγυχー大学のڭҭڀݚ
病院ͱͯ͠のׂΛՌͨ͢ͱಉ࣌にؔػڀݚͰあるʮΩοζ・
Ϧαーν・インεςΟνϡートʯのຊڌͱͳ͍ͬͯるɻಉ病
院ॴଂ࡞の 96ˋ͕病院のدଃͰߏ͞Εるը࿓ͱ
ͯ͠のଆ໘ͯͬ࣋おΓɺδϣアンφ・Χϙン໊͕༪学ܳһΛ
Ί͍ͯるɻ病院のアートίϨΫγϣンΛؑͨ͠ޙɺࢥय़ظ
ՊのάϧーϓϫーΫ・ϓϩάϥϜΛͨ͠ࢹɻࢥय़ظのऀױΛ
ରͱͨ͠ಉϓϩάϥϜɺアートϫーΧーのࢦಋのԼにɺಛ
にಃܳɺூࠁɺֆըおΑͼ൛ըͳͲの活動にࢀՃ͢るのͰ
あるɻアート・ηϥϐεトͱ࿈ͯ͠ܞӡӦ͞Εɺࢥय़ظՊΛ
ཧ͢るඇৗۈアートίーデΟωーλーΛ༴͢ɻΣεトϛーυ
খࣇ病院Ͱ࠷ڵຯਂ͔ͬͨ͜ͱのҰͭϒϥンυԽのऔΓ
みͰあるɻόンデーδυ・ϕアͱݺΕるϚείοト͕औΓ
ೖΕΒΕ͍ͯる͕ɺ͜のϕア病院のใのࢸるͱ͜Ζにొ
͠ɺ͵͍͙るみόοάͳͲ͕お࢈ͱͯ͠ൢച͞Ε͍ͯ
るɻόンデーδυ・ϕアάοζのൢച͔Βಘͨརӹ病院ج
ۚにد͞Εɺ病院アートϓϩάϥϜのӡӦΛࢧԉ͍ͯ͠るɻ
৽ઃ͞ΕͨϝϧϘϧンのϩイϠϧ・νϧυϨンζ病院খࣇՊ
ઐの大病院ͰあΓɺϚーυοΫখڀݚࣇॴおΑͼϝϧϘϧン
大学ͱఏ͍ͯ͠ܞるɻݐશମに͕るᷓΕΜ͔Γの৭ͱ
ΓͲΓのアートɺ2 のαンΰਫ૧おΑͼϛーアΩϟοͯݐ֊
トの͍る院動ԂͰΒΕ͍ͯるɻৗۈのアートίーデΟ
ωーλーΛ༴͠ɺ院ڭҭࢪઃΛඋ͍͑ͯる͕ɺ͍ͣΕ病
院͔ۚجΒ 100% のۚࢿఏڙΛडけ͍ͯるɻ
ϗεϐλϧ・ΫϥンͳͲのϘϥンςΟアڠձελーϥイ
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ト・チルドレンズ・ファンデーションも上記の両施設を支援し
ている。両施設は、個人・団体の資金提供者のほか、企業献
金からも支援を受けている。

また同年中に、イギリスにてロンドンのロイヤル・ブロンプ
トン・アンド・ヘアフィールド病院のほか、オックスフォード
大学病院とノーフォーク・アンド・ノーリッチ大学附属病院も
視察した。
ロイヤル・ブロンプトン・アンド・ヘアフィールド病院は英

国最大の心肺専門病院である。院内に美術館を備え、呼吸改
善のための歌うプログラムがあることで有名である。このプロ
グラムは、日常の訓練、この場合は歌うことによって成人の呼
吸器障害患者を支援することを目標としている。同病院は最
近、消防署を改修した建物の中に、アーティストで劇画作家
であるスティーブン・アップルビーがデザインしたインテリア
を備えた睡眠クリニックを新たに開設した。
オックスフォード大学病院は 4 つの病院から成り、それぞ

れが専門分野を持つ。我々は、オックスフォード大学とオック
スフォード・ブルックス大学の教育研究病院でもあるジョン・
ラドクリフ病院を視察した。ここは婦人科、新生児科および小
児科を専門とする病院である。同病院の最も有名なプロジェ
クトの一つは手術室に向かう通路に施されたアートワークで、
これは手術への道のりが子供たちにとってできるだけストレス
やトラウマのないものとなることを目指してドイツ人アーティ
ストが製作した写真展示である。同大学はレジデンス・プログ
ラムにアーティストを招聘している。アートリンクとはオック
スフォード大学病院の音楽アートプログラムであり、アートコ
ーディネーターのルース・チャリティが指揮を執る。
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ϊーϑΥーΫ・アンυ・ϊーϦον大学ෟଐ病院のアートϓ
ϩάϥϜΤϚ・δϟーϰΟε͕شࢦΛࣥるɻ͜のアートϓϩ
άϥϜのಛɺՎͱԻָのίンαートͱݩアーςΟεトに
ΑるアートϫーΫͰあΓɺຽؒۚجにΑるओಋͰɺνϟϦςΟ
ۀຯਂ͔ͬͨのɺ病院։ڵΛ௨ͯ͡ӡӦ͞Ε͍ͯるɻۚج
લ͔ΒアートίーデΟωーλー͕ޏ༻͞Εɺ病院ݐのपғ
にஔ͢るアートϫーΫのاըҕһձにࢀՃ͍ͯͨ͜͠ͱͰあ
るɻアートίーデΟωーλー院のアートϫーΫのஔͦ
のޮՌのূݕにܞΘるͩけͰͳ͘ɺಉ病院のفΓのఉに
あるʮرのʯΛ͡Ίͱ͢るアートϫーΫのデザイン୲
ͨ͠ɻ

ւ֎の病院ͰのアートϚωδϝント

ւ֎の病院のアート͕ຊͱ大͖͘ҟͳるɺアートίー
デΟωーλーのׂ͕ेにཱ֬͞Ε͍ͯる͜ͱͱɺຽؒ
ϓϩάϥϜͱਂ͍͕͘ऀڙఏۚࢿɺඇஂମͳͲのۀا
Λங͍͍ͯる͜ͱͰあΖ͏ɻ病院アートϓϩδΣΫト͕ɺؔ
ΛडけͯՌΛ্͍͛ͯるͩけͰڙఏۚࢿにΑるेͳۚج
ͳ͘ɺアートίーデΟωーλーのతֵ͔ͭ৽తͳ͞·͟
·ͳ͕Γࠐ·Ε͍ͯるに͍ͨ͠ɻ
ຊͰɺ病院におけるアートϓϩδΣΫトの΄ͱΜͲ院
ۚࢿ·ͨެతۚجにΑるࢧԉͰӡӦ͞Ε͍ͯるɻ筑波大
学ܳज़ܥͱ筑波大学ෟଐ病院のϓϩάϥϜɺߴڭҭؔػ
ͱҩྍݱのڮ͠ͱ͍͏ͰϢχーΫͰあるɻͦのڮ͠
Λ͏ߦアートίーデΟωーλーのॏཁͳׂɺ病院における
アートϓϩδΣΫトΛཧ・ௐ͠ɺͦのଘࡏΛ࣋ଓͤ͞る͜
ͱͰあるɻ͜͏ͨ͠アートデザインの大学ͱ病院のྗڠ
ମ੍ɺイーεト・アンάϦアのϊーϑΥーΫ・アンυ・ϊーϦ
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ον大学ෟଐ病院ʢイーεト・アンάϦア大学のڭҭڀݚ病院ʣ
の΄͔ɺϒϦεトϧのαεϛーυ病院おΑͼインάϥンυ
大学のアートఏ݉ऀڙίンαϧλントͰあるΟϦε・χϡー
ιン͔ࣾΒ͞Ε͍ͯるɻ͜のΑ͏に大学ͱҩྍؔػのڠ
ಇにお͍ͯɺຊɺイΪϦεおΑͼΦーεトϥϦアɺアートɺ
ੑおΑͼจԽڭҭにର͢るཧ೦ͱ՝にऔΓΉ͜ͱΛ
ͦΕͧΕに͍ͯ͠ࡧるɻ筑波大学ܳज़͕ܥऔΓΉ病院Ͱ
のアートϓϩάϥϜɺ্هのࠃʑのॾؔػにͱͬͯҰͭのΧ
ϦΩϡϥϜϞデϧͱཱͯͭ͠Մੑ͕あるɻ

ຊϓϩδΣΫトのతɺアートͩऀױけͰͳ͘հऀޢ
ελοϑにରͯ͠ΛͨΒ͢ͱ͍͏งғؾΛ࡞Γɺア
ートΛҩྍͱΓͤͳ͍のͱͯ͠ଊ͑る͜ͱͰあるɻΦ
ーεトϥϦアイΪϦεͰख़ྀͯ͠アートϫーΫΛஔ͢る
͜ͱ͕病院の৽انըվஙにお͍͖ͯΘΊͯॏཁͰあるͱ
ங͞Ε͍ͯる病院Ͱアート͔ܽͤݐࡏݱΒΕͯおΓɺ͑ߟ
ͳ͍のͱͯ͠ಋೖ͞Ε͍ͯるɻຊのจԽイΪϦεΦー
εトϥϦアͱҟͳる͔͠Εͳ͍͕ɺアートΛऔΓೖΕる͜
ͱのཧతࠜڌօಉ͡ͰあるɻアートਓʑのؾΛߴ༲
ͤ͞る͜ͱにΑͬͯਓʑにΛͨΒ͠ɺ病院ڥΛ͞Βに
ָ͘͠ɺշదͰ͍ࢥΓのあるのにͯ͘͠ΕるのͰあるɻ

（原文＜ p.98-101＞より一部抜粋／和訳：ブレインウッズ株式会社）

ハーベス・リム・フォンデヴィリヤ
筑波大学芸術系助教。研究分野は視覚芸術、ポピュラーカルチャー、アー
トとコミュニティの関係について。
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イギリスのノーフォーク・アンド・ノーリッチ大学附属病院
（NNUH）にて筑波大学芸術系が企画したプログラムを実
施。プログラム全体を「スーパー・ナチュラル・ガーデン」
と名づけ、病院内のロビー、レストラン、プレイルーム、庭
園等においてワークショップや参加型企画等を開催。小野
裕子助教による「ぶたのアロマキャンドルワークショップ」
（→ p.66）、市川寛也助教による「遠野河童伝説紙芝居と河
童紙相撲」（写真下）、小中大地研究員による「ゴブリンズ・
エブリウェア！」（写真上）等を病院職員や患者と一緒に行
った。
場所＝ノーフォーク・アンド・ノーリッチ大学附属病院（イギリス・ノー
リッチ）
実施日＝2014年9月12日～14日
担当教員＝齊藤泰嘉、ハーベス・リム・フォンデヴィリヤ、市川寛也、
小野裕子
プログラム運営・実施＝小中大地、大石望未、齊藤明美、鈴木絹彩
コーディネート＝エンマ・ジャーヴィス ほか

εーύー・φνϡϥϧ・Ψーデン

イギリス・ブリストルにあるサウスミード病院にて、病院とウ
ィリスニューソン社が共同で運営している「フレッシュ・アー
ツ・フェスティバル」に参加。国内の病院などで実施してき
た企画や、日本文化を生かしたワークショップ等を実施し、
海外における活動の有効性を確かめることができた。また
学生チーム・パプリカの活動やサウスミード病院の療養環境
の改修案をパネルで紹介。フェスティバル前には、西イング
ランド大学の授業で改修案のプレゼンテーションも実施し、
学生間の交流にもつながった。
場所＝サウスミード病院（イギリス・ブリストル）
実施日＝2015年9月18日、19日
担当教員＝齊藤泰嘉、ハーべス・リム・フォンデヴィリヤ
企画＝ハーべス・リム・フォンデヴィリヤ
実施内容＝オリガミ・ストーリーテリング＆ワークショップ、書道デモ
ンストレーション＆ワークショップ、ホスピタル・バディーズ／マイ・イ
マジナリー・フレンド、スペース・フォー・ディメンシア展
プログラム運営・実施＝小中大地、佐藤恵美、岩田祐佳梨、大嶋千尋、
前田耕作、村上怜央、山口大空翔、高橋和佳奈、早川翔人、出口真帆
事務＝井田まどか
コーディネート＝ブランウェン・グウィリム、エミリー・マリンス（以上、
ウィリスニューソン社）、ルース・シジューウィック（サウスミード病院）
ほか

ʮϑϨογϡ・アーπ・ϑΣεςΟόϧʯのࢀՃ

＊＝Photo by Clint Randall

＊
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病院のアートやデザイン活動を行うイギリスの大学と病院か
らゲストを迎えた国際シンポジウム。病院のアートを「カル
チャーズ・オブ・ケア」ととらえ、その企画運営について日
英の関係者による報告と意見交換を行い、相互の啓発を図
った。アートコーディネーターを中心に病院職員との関係性
を築き、地域の住民やアーティストの参加を募りながら院内
の環境をコーディネートしているイギリス。芸術の学生を中
心に患者や病院職員らに寄り添いながらワークショップや環
境のデザインを行っている日本。それぞれの取り組み方の違
いを確認することができた。
タイトル＝国際シンポジウム 「CULTURES OF CARE アートとヘル
スケア」
場所＝筑波大学附属病院 けやきプラザ
実施日＝2013年9月4日、5日
登壇者＝ウルリッヒ・ハインツェ（イースト・アングリア大学セインズ
ベリー日本藝術研究所／エンマ・ジャーヴィス（ノーフォーク・アンド・
ノーリッチ大学附属病院アートコーディネーター）／ベルナルド・ブエノ
（イースト・アングリア大学アシスタントチューター）／貝島桃代／岩田
祐佳梨
助成＝文化庁、大和日英基金、グレイトブリテン・ササカワ財団
参加人数＝160名

国際シンポジウム「カルチャーズ・オブ・ケア」

A series of workshops, games and storytelling 
sessions held at the NNUH lobby, dining area, 
playroom, garden, and patient bedsides jointly 
organized by the School of Art and Design at 
the University of Tsukuba and the Norfolk and 
Norwich University Hospitals.

Date：September13-14,2014
Program：Making Candles with a 'Piggy 
Theme,ʼ Curious Creatures and  Storytelling, 
Goblins Everywhere Workshop, Washi Tape 
Mural etc.

SUPERNATURAL GARDEN

By introducing Japanese art and culture through 
workshops and storytelling sessions at the Fresh 
Arts Festival at Southmead Hospital in Bristol, we 
were able to demonstrate the effectiveness of a 
well-organized art in hospital project.

Date：September 18-19,2015
Program：Origami Storytelling and 
Workshop,Shodo Demonstration/Calligraphy 
Workshop,Hospital Buddies / My Imaginary 
Friend,Spaces for Dementia Exhibition

Fresh Arts Festival 

Aimed as a platform for mutual exchange of ideas 
on hospital art management between Japan and 
the UK, the Cultures of Care symposium bridged 
gaps of knowledge and encouraged fur ther 
interactions.

Date：September 4-5,2013 
Presenter：Ulrich Heinze(University of 
East Anglia),Emma Jarvis(Norfolk and 
Norwich University Hospital),Bernardo 
Bueno(University of East Anglia),Momoyo 
Kaijima(University of Tsukuba),Yukari 
Iwata(University of Tsukuba)

CULTURES OF CARE -Bridging Arts and Healthcare in Japan and the UK-
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Arts in Healthcare: 
An Exchange of Ideas and Best Practices between Japan, UK, and 
Australia

Herbeth Lim Fondevilla

Introduction
The call for more humanitarian ways of caring for patients in healthcare 

institutions has been widely documented and utilized in Europe, USA, Canada 
and Australia. The integration of arts-based programs into healthcare facilities 
has been proven to reduce the stress and anxiety of patients, boost the 
morale of their caregivers, and even positively affect their clinical outcomes. 
For hospital staff, the inclusion and participation in arts-based activities in 
the hospital provides a much-needed release from tension and improves 
the quality of their service. In addition, Japan’s graying population means 
that creating a health care system that is responsive to the needs to elderly 
patients is on the rise. Despite the country’s highly developed and specialized 
health facilities, identifying and treating age-linked disorders such as dementia 
still need to be addressed though local, practical, and inclusive means. 

In 2013, the University of Tsukuba Ar ts and Design in Hospital projects 
received an endowment from the Agency of Cultural Af fairs to investigate 
the benefits of ar ts in healthcare. From this, we were able to visit several 
hea l thcare es tab l i shments in  UK and Aus t ra l i a ,  as we l l  as ins t i ga te 
collaborative projects with health and academic institutions in the United 
Kingdom. These visits and collaborations strengthened, not only the statement 
that the ar ts play a significant role in patients, carers, and hospital staf f ’
s wellbeing, it also educates and inspires all those who become part of the 
project.

At the core of this project are student groups, such as Asparagus and 
Paprika at the University of Tsukuba, with the help of faculty and hospital staff, 
largely support and organize Arts in Hospital activities.  They are responsible 
for conceptual izing, proposing, and organizing ar ts-based act ivi t ies and 
workshops for the patients of University of Tsukuba Hospital and Tsukuba 
Medical Center. Patient-centered care has been the core of this community-
building project since 2005, and the importance of the arts as part of a more 
holistic health care system has been gaining support throughout the years. 
Between all of the institutions we have visited in Australia and the UK, there 
were no existing programs that combine arts and health such as University of 
Tsukuba and the University of Tsukuba Hospital at the institutional level. On 
the other hand, Japan does not have the length of experience in combining 
ar ts and healthcare in a formal, organized set t ing such as in the UK. To 
benefit both countries in their approach towards art, creativity and healthcare, 
inclusive and collaborative efforts are needed when it comes to creating more 
caring and suppor t ive environments for the most vulnerable members of 
society.

This report will detail the similarities and dif ferences in Arts in Hospitals 
projects in Australia, UK, and Japan, seek to bridge connections, and learn 
from each other’s best practices.
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Hospitals in Australia and the UK
Our team was able to visit two healthcare facilities in Australia in February 

2014. Included in our itinerary were the Children’s Hospital at Westmead and 
the Royal Children’s Hospital in Melbourne.

The Royal Alexandra Hospital for Children, or more affectionately known as 
the Children’s Hospital at Westmead was founded in 1889, and serves as the 
teaching hospital of the University of Sydney and home to the Kids’ Research 
Institute. In addition, the hospital is a registered art gallery; ninety-six per 
cent of the artworks were all donations to the hospital, with Joanna Capon 
serving as the honorary curator. We were given a tour of the art collection at 
the hospital and visited the Department of Adolescent Medicine Groupwork 
Program. The program serves adolescent age patients, and guided by an 
Artsworker, partake in activities that include ceramics, sculpture, drawing and 
painting, printmaking, among others. The program works with art therapists, 
and employs part-time arts coordinators to manage the department. One of 
the most interesting thing about the Children’s Hospital at Westmead is their 
ef for t at branding. The hospital uses a mascot called the Bandaged Bear, 
which is ubiquitous in the hospital’s promotional materials, and even appears 
as souvenir items such as stuff toys and bags. The proceeds from the sale 
of Bandaged Bear’s items go to the hospital charity, which supports the art 
programs of the hospital.

The newly opened Royal Chi ldren ’s Hospi tal in Melbourne is a major 
specialist pediatric hospital and affiliated with Murdoch Children’s Research 
Institute and the University of Melbourne. The hospital is also known for its 
exuberant and colorful art that permeates the entire building, two-storey reef 
aquarium, as well as a meerkat enclosure. The RCH employs a full-time arts 
coordinator, and has an in-house education institute, both of which are fully 
funded by the hospital charity. Volunteer associations such as the Hospital 
Clowns, and Starlight Children’s Foundation also support both healthcare 
institutions.  They also receive support from private and public funders, as well 
as corporate donations.

During the same year, we were able to visit the Royal Brompton & Harefield 
Hospital in London, Oxford University Hospitals and the Norfolk and Norwich 
University Hospitals in the United Kingdom.

The Royal Brompton & Harefield Hospital is the largest hear t and lung 
hospital in the UK. It houses an art collection, and is known for its Singing for 
Breathing program whose goal is to provide support for adults with respiratory 
problems by engaging in an informal exercise, in this case, singing. RB&H has 
also recently opened a new Sleep Clinic, housed in a converted fire station 
building, with interiors designed by artist and cartoonist Steven Appleby. 

Oxford University Hospitals is made up of four hospitals, each with its own 
specialization. We were able to visit the John Radclif fe Hospital, which is 
also the main teaching hospital for Oxford University and Oxford Brookes 
University. The hospital is a specialist women’s services, neonatology, and 
children’s hospital. One of the most popular projects in this hospital is their 
Artwork on Route to Theatres, a photographic installation by a German artist 



100

海
外
の
事
例

to make the journey to surgery a less stressful and traumatic experience for 
children. Like the University of Tsukuba Hospital, it also has its own Artist in 
residence program. Artlink serves as the music and arts program of the OUH, 
and is headed by art coordinator Ruth Charity.

The arts program at the Norfolk and Norwich University Hospitals is headed 
by Emma Jarvis. The arts program features song and musical concerts, as 
well as artworks by local artists. As a PFI (Privately-Funded Initiative), the arts 
program of the hospital is run through charitable funds. Interestingly, the art 
coordinator was hired even before the hospital opened, and was part of the 
planning committee in placing artworks around the hospital building. She not 
only assisted in planning the placement and commissioning of artworks in the 
hospital, she also designed some of the artworks, such as the Wish Tree at the 
hospital’s prayer garden.

International Activities
From my perspective as the international coordinator and organizer of the 

arts in hospital project, I find that involving university students in overseas 
activities such as the recently held Fresh Arts Festival in Bristol, Supernatural 
Garden, and Cultures of Care symposium provide several benefits to the 
program such as:

 •Raise the profile of arts in hospital programs
 •Identify assessment practices that are sensible and reliable, as well as
  supportive to arts, creativity, and cultural education
 •Make arts experiences fun and significant to both patients and artists
 •Enable students to benefit from high-quality partnerships between artists,
  cultural organizations, and institutes of learning 
 •Create networks that will raise the profile of the importance of arts in 
  education and healthcare
 •Enhance professional knowledge that will improve the performance and 
  confidence of artists, students, and educators
 •Provide learning opportunities outside of the curriculum

One of the challenges on education in Japan today is the pressure for 
globalization. Japan has always been concerned in maintaining and preserving 
its own cultural traditions while developing an understanding towards other 
nations. In this, we need to recognize the active role that young people, 
especially students, as creators of culture. 

Brief Comparisons
Perhaps the biggest difference between arts in hospitals projects in Japan 

and overseas is the well-established role of the hospital art coordinator, as 
well the programs’ deep and lasting relationship with its funders, whether 
private, corporate, or non-government. The fact that these arts in hospital 
projects are able to f lour ish while being ful ly funded by charity is by no 
mean feat, and in fact, takes a lot of creative and innovative thinking by its 
arts coordinators. Some of the more innovative ideas are the aquarium and 
meerkats at the Royal Children’s Hospital in Melbourne, the Bandaged Bear 
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at the Children’s Hospital at Westmead, the Giving Tree at the RB & H, as well 
as sponsoring hit musicals such as Barnum, and exclusive diners by celebrity 
chefs at the NNUH, among others.

In Japan, most ar ts in hospital projects are either f inanced in-house or 
supported through public funds. The University of Tsukuba and University of 
Tsukuba Hospital’s program is unique for bridging the gap between higher 
learning institutions and medical practice. The important role of the hospital 
art coordinator is a new and very much needed practice that will bring a sense 
of order and stabil ize the presence of ar ts in hospitals. This cooperation 
between universities and hospitals, especially in the arts has garnered the 
attention of the Norfolk and Norwich University Hospital in East Anglia, the 
teaching hospital of the University of East Anglia, as well as Willis Newson, 
an ar ts-provider and consultancy, Southmead Hospital and the University 
of the West of England in Bristol. This cooperation between universities and 
healthcare institutions in Japan, UK, and Australia fit the same beliefs and 
priorities for the arts, creativity, and cultural education, as well as experience 
the same challenges. The University of Tsukuba arts in hospital program could 
serve as a curriculum model for institutions in the aforementioned countries.

This project aims to see art as an integral part of healthcare by creating 
an atmosphere that is conducive to wellbeing, not only for the patients, but 
also to carers and staff as well. The importance of ar ts in hospital is now 
reflected through hospitals being built around Australia and the UK, where the 
careful inclusion of artworks is considered as an essential part of its planning 
or renovation. However dif ferent the cultures of Japan to UK and Australia 
may be, they all share the same rationale for the inclusion of the ar ts; ar t 
benefits people’s wellbeing by uplif ting their spirits, and makes the hospital 
environment more pleasing, comfortable, and caring.

［Herbeth Lim Fondevilla, PhD is an assistant professor at the Faculty of Art 
and Design at the University of Tsukuba. Her research interests include visual 
culture, popular culture, and community engagement in the arts.］
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4
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て
活
動
開
始
。

1
月

【
展
示
】「
く
る
く
る
！
は
る
く
る
！
」、
検
査
室
前
廊
下
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
ズ

3
月

「
ア
ス
パ
ラ
つ
う
し
ん
」
創
刊
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

4
月

ad
p
に
て「
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
～
20

09
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
蓮
見
孝
、
貝
島
桃
代
）

6
月

家
具
デ
ザ
イ
ン
チ
ー
ム
を「
パ
プ
リ
カ
」
と
い
う
名
称
に

【
展
示
】「
ト
リ
ト
リ
ト
リ
」、
検
査
室
前
廊
下
、
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
ー
ズ

【
W
S】
「
ひ
よ
け
ラ
ボ
」、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」、

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

9
月

【
A
IR
】「

Th
e 
Lo

ng
 L
un

ch
」（
ア
ス
パ
ラ
コ
ン
ペ
企

画
）、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
SO

H
」
ほ
か
、  
小
野
は
る

か

11
月

【
A
IR
】「
病
院
の
村
」（
ア
ス
パ
ラ
コ
ン
ペ
企
画
）、
ア
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」
ほ
か
、
北
澤
潤（
～
12
月
）

【
空
間
】「
紡
ぎ
の
庭
」
で
「
緑
の
デ
ザ
イ
ン
賞
」
受
賞
／

整
備
開
始
、
渡
和
由
+
紡
ぎ
の
庭
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

【
展
示
】「
イ
ス
誕
」、
外
来
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
、
パ
プ
リ
カ

12
月

【
展
示
】「
雪
花
日
和
」、
検
査
室
前
廊
下
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

ー
ズ

20
09
年
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
パ
プ
リ
カ
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
ズ
が
、
展
示
、
レ
ジ
デ
ン
ス
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
空
間
改
修
な
ど
多
様
な
活
動
を
展
開
。

1
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「

SO
H
フ
ェ
ス
」、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
SO

H
」、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
P
D
】「
つ
な
が
る
椅
子
」「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
完
成
／
搬
入
、

パ
プ
リ
カ
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年
表

月
筑
波
大
学
附
属
病
院

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

そ
の
他

2
月

【
A
IR
】「
オ
ト
レ
ー
ル
」（
ア
ス
パ
ラ
コ
ン
ペ
企
画
）、
ア
ー

ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」
ほ
か
、
佐
藤
史
治（
～
3
月
）

4
月

ad
p
に
て「
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
～
20

10
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
蓮
見
孝
、
貝
島
桃
代
）

5
月

【
空
間
】
脳
外
科
病
棟
多
目
的
ル
ー
ム
改
修
完
了
、
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
ー
ズ

7
月

【
W
S】
「
な
つ
の
お
ち
ょ
う
さ
ん
」、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
SO

H
」
ほ
か
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
展
示
】「
ト
リ
た
ち
か
ら
の
え
は
が
き
」、
検
査
室
前
廊
下
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
ズ

9
月

【
A
IR
】「
ゴ
ブ
リ
ン
博
士
の
病
院
ゴ
ブ
リ
ン
」（
ア
ス
パ
ラ

レ
ジ
デ
ン
ス
）、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」
ほ
か
、

小
中
大
地（
～
11
月
）

12
月

【
A
IR
】「

 目
指
せ
日
刊
『
く
ま
の
目
』」
（
ア
ス
パ
ラ
レ
ジ

デ
ン
ス
）、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」
ほ
か
、
鈴
木

平
人（
～
20

10
年

2
月
）

20
10
年

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
パ
プ
リ
カ
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
ズ
は
、
病
院
で
の
課
題
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
家
具
製
作
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
活
動
を
実
施
。

2
月

【
P
D
】
修
士
制
作
「
pi
vo

t-
w
al
ke

r」
（
筑
波
大
学
芸
術

賞
受
賞
）、
國
村
大
喜

4
月

ad
p
に
て「
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
～
20

11
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
蓮
見
孝
、
貝
島
桃
代
）

【
P
D
】「
は
っ
ぱ
テ
ー
ブ
ル
」
設
置
、 2
階
外
来
待
ち
合
い
、

パ
プ
リ
カ

7
月

【
W
S】
「
て
く
て
く
か
め
か
め
」、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
SO

H
」、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

10
月

【
W
S・
展
示
】「
紙
ヒ
コ
ー
キ
ラ
ボ
」、
検
査
室
前
廊
下
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
ズ

12
月

【
W
S・
展
示
】「
ホ
ス
ピ
タ
ウ
ン
の
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
」、

B
棟
談
話
室
／
廊
下
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

20
11
年

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、パ
プ
リ
カ
、病
院
職
員
と
一
緒
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、家
具・
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
考
案
。
筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院
に
ア
ー
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
。

2
月

「
行
事
食
『
き
せ
つ
の
お
く
り
も
の
』
カ
ー
ド
」
制
作
、

パ
プ
リ
カ

3
月

【
P
D
】
卒
業
制
作
「
w
ha

le
 s
to
ol
」
設
置
、
1
階
待
合
、

高
嶋
結

4
月

ad
p
に
て「
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
～
20

12
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
蓮
見
孝
、
貝
島
桃
代
）
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4
月

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院
に
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
属

6
月

【
空
間
】「
は
っ
ぱ
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
」
設
置
、
2
階
家
族

控
え
室
、
パ
プ
リ
カ

7
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「
夏
の
お
さ
ん
ぽ
会
」、
院
内
各
所
、
ア
ス
パ

ラ
ガ
ス（
～
9
月
）

10
月

「
筑
波
大
学
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
「
い
ば
ら
き
デ
ザ
イ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
20

11
」
に
て
知
事
選
定
を
受
賞

【
展
示
】「
彩
り
の
森
」、
検
査
室
前
廊
下
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

ー
ズ

11
月

【
壁
画
】「

G
ra
ph

ic
 W

al
l」
（
カ
メ
レ
オ
ン
ウ
ィ
ン
ド
ウ

第
1
弾
）、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」、
山
倉
有
未

／
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

12
月

【
壁
画
】「
あ
る
通
院
作
家
の
１
日
」（
カ
メ
レ
オ
ン
ウ
ィ
ン

ド
ウ
第

2
弾
）、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」、
寺
田

幸
子
／
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
イ
ベ
ン
ト
】「
冬
の
あ
っ
た
か
お
さ
ん
ぽ
会
」、

B
棟
談
話

室
／
廊
下
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

20
12
年

筑
波
大
学
附
属
病
院
で
け
や
き
棟
建
設
に
伴
い
、
よ
り
多
分
野
の
芸
術
系
教
員
や
学
生
と
の
協
働
が
開
始
。
筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院
で
大
学
と
病
院
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
。

2
月

【
P
D
】「
病
院
食
ト
レ
ー
シ
ー
ト
」
制
作
完
了
、
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
ー
ズ

3
月

「
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
」
完
成
、
パ
プ
リ
カ

4
月

ad
p
に
て「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
／
パ
プ
リ
カ
」（
～
20

13
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
貝
島
桃
代
、
内
山
俊
朗
、
村
上
史
明
）

【
A
IR
】「
ア
ス
パ
ラ
・
プ
チ
デ
ン
ス
」、

B
棟
談
話
室
、
学

生
／
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
イ
ベ
ン
ト
】「
は
じ
ま
る
カ
フ
ェ
」、
院
内
レ
ス
ト
ラ
ン

【
空
間
】「
は
じ
ま
り
の
庭
」
整
備
、
病
棟
間
屋
外
、
鈴
木

雅
和
研
究
室

8
月

【
W
S】
カ
ド
ま
る
ウ
ィ
ー
ク
、ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン「

SO
H
」

／
B
棟
 ほ
か
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

10
月

【
W
S】
「
ゆ
め
花
火
W
S『
ひ
か
り
の
ゆ
め
つ
ぼ
み
』」
、
A
棟

1
階
受
付
前
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
W
S】
「
妄
想
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、
検
査
室
前
廊
下
、
パ
プ

リ
カ

11
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「
病
院
で
巨
大
す
ご
ろ
く
大
作
戦
！！
」、

D
棟

2
階
訪
問
学
級
前
渡
り
廊
下
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
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年
表

月
筑
波
大
学
附
属
病
院

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

そ
の
他

12
月

【
展
示
】「
け
や
き
か
ら
生
ま
れ
る
い
の
ち
」
展（
～
20

13
年

5
月
）

●
筑
波
実
験
植
物
園「
四
季
の
写
真
展
」、
け
や
き
棟
1
階
、

筑
波
実
験
植
物
園
×
A
D
P

●
三
面
モ
ニ
タ
ー
映
像
作
品
、
け
や
き
棟
1
階
、
村
上
史
明
 

ほ
か

●「
け
や
き
に
宿
る
筆
墨
の
心
」、
け
や
き
棟

2・
3
階
、

書
領
域
学
生

●
風
景「
春
の
戸
隠
」
̶
自
然
、
伊
吹
、
再
生
̶
、
け
や
き

棟
6
階
、
洋
画
コ
ー
ス
学
生

●「
つ
く
ば
の
森
」、
小
児
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
情
報
デ

ザ
イ
ン
／
建
築
デ
ザ
イ
ン
領
域
学
生

●「
け
や
き
イ
レ
ブ
ン
」、
小
児
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
情

報
デ
ザ
イ
ン
領
域
学
生

20
13
年

複
数
の
教
員
や
学
生
が
病
院
で
の
ア
ー
ト
活
動
に
参
加
。
病
院
と
芸
術
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
筑
波
大
学
附
属
病
院
に
も
ア
ー
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
。

2
月

「
は
る
ま
ち
ポ
ケ
ッ
ト
」
設
置
、
2
階
外
来
待
ち
合
い
、
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス

3
月

【
W
S】
「
ち
ょ
う
ち
ょ
む
す
び
」、

B
棟
食
堂
／
け
や
き
棟

デ
イ
ル
ー
ム
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
イ
ベ
ン
ト
】「
医
療
と
ア
ー
ト
 つ
な
が
る
会
議
」、
筑
波
大
学
附
属
病
院
 ほ
か
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
／
パ
プ
リ
カ

4
月

ad
p
に
て「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
／
パ
プ
リ
カ
」（
～
20

14
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
貝
島
桃
代
、
内
山
俊
朗
、
村
上
史
明
）

【
イ
ベ
ン
ト
】「
ひ
ろ
が
る
カ
フ
ェ
」、
院
内
レ
ス
ト
ラ
ン

6
月

【
W
S・
映
像
】「
夜
空
で
あ
そ
ぶ
」、
小
児
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー
プ
レ
イ
ル
ー
ム
、
田
中
み
さ
よ（
～
12
月
）

筑
波
大
学
附
属
病
院
に
ア
ー
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
属

【
W
S】
「
い
ろ
ど
り
お
ち
ょ
う
さ
ん
カ
フ
ェ
」、

B
棟
食
堂

／
け
や
き
棟
デ
イ
ル
ー
ム
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

7
月

平
成

25
年
度
文
化
庁
助
成
「
大
学
を
活
用
し
た
文
化

芸
術
推
進
事
業
」
開
始

9
月

【
展
示
】
小
児
科
に
モ
ビ
ー
ル
作
品
を
設
置
、
小
児
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
、
構
成
専
攻
学
生

【
イ
ベ
ン
ト
】「
日
英
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム『

C
U
LT

U
R
ES

 
O
F 
C
A
R
E』
」、
け
や
き
棟
1
階
け
や
き
プ
ラ
ザ
、
ウ
ル

リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ン
ツ
ェ
／
エ
ン
マ
・
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ
ス
／
ベ

ル
ナ
ル
ド
・
ブ
エ
ノ
／
貝
島
桃
代
／
岩
田
祐
佳
梨

11
月

【
空
間
】
病
院
ガ
ー
デ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
始
動
、
環
境
デ
ザ

イ
ン
領
域
学
生
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11
月

【
W
S】
「
ゆ
め
花
火
W
S『
キ
ラ
ポ
ン
を
つ
く
ろ
う
』」
、

け
や
き
棟
1
階
外
来
受
付
前
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

12
月

【
展
示
】「
け
や
き
か
ら
生
ま
れ
る
い
の
ち
Ⅱ
ー
ー
病
院
の

ア
ー
ト
の
芽
」
展（
～
20

14
年

5
月
）

●
三
面
モ
ニ
タ
ー
映
像
作
品
、
け
や
き
棟
1
階
、
村
上
史
明
 

ほ
か

●
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
優
秀
作
品
展
、
け
や
き
棟
1
階
、
筑
波

実
験
植
物
園
×
A
D
P

●
病
院
の
ア
ー
ト
活
動
記
録
展
、
け
や
き
プ
ラ
ザ
、
筑
波

大
学
芸
術
系

●「
書
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ドⅠ
」、
け
や
き
棟
2
階
、
書
領
域
学
生

●
風
景
画
「
裏
磐
梯
五
色
沼
」、
け
や
き
棟

6
階
、
洋
画

コ
ー
ス
学
生

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
ア
ナ
グ
リ
ウ
ス
ケ
イ
子「
ア
ナ
グ
リ
ウ
ス

ケ
イ
子
の
セ
ラ
ピ
ー
ガ
ー
デ
ン
」（
ト
ー
ク
&
ク
ッ
キ
ン

グ
セ
ッ
シ
ョ
ン
）、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

【
W
S】
「
ゴ
ブ
リ
ン
博
士
と
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
か
ざ
り

ゴ
ブ
リ
ン
を
つ
く
ろ
う
！！
」、
小
児
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
 

プ
レ
イ
ル
ー
ム
、
小
中
大
地

レ
ク
チ
ャ
ー
】
中
野
詩「
『
美
術
待
合
室
』
お
よ
び
シ
ニ

ア
対
象
企
画
の
活
動
事
例
に
つ
い
て
」、
水
戸
芸
術
館

（
茨
城
県
水
戸
市
）

【
W
S】
「
ま
ち
な
み
を
描
こ
う
」、
B
棟

7
階
精
神
神
経
科
、

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
イ
ベ
ン
ト
】
附
属
病
院
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト
、
け
や
き
棟

1
階
受
付
前

20
14
年

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
修
な
ど
を
実
施
し
、
病
院
で
の
ア
ー
ト
活
動
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
く
人
材
の
育
成
を
行
う
。

1
月

【
展
示
】
写
真
作
品
 「
つ
く
ば
、
は
た
ら
く
ひ
と
」、
け
や

き
棟
12

 階
 ほ
か
、
学
生

【
イ
ベ
ン
ト
】
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
病
院
の
ア
ー
ト
を
育
て

る
た
め
に
」、
け
や
き
棟
１
階
け
や
き
プ
ラ
ザ
、
五
十
嵐

徹
也
／
軸
屋
智
昭
／
蓮
見
孝
／
山
口
悦
子
 ほ
か

2
月

【
W
S】
「
コ
ッ
プ
タ
ウ
ン
を
つ
く
ろ
う
」、

B
棟

7
階
精
神

神
経
科
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

3
月

【
W
S】
「
小
児
科
ゴ
ブ
リ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
開
始
、
小
児

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
小
中
大
地

【
空
間
】「
こ
も
れ
び
カ
ー
テ
ン
」
設
置
完
了
、
ひ
だ
ま
り

ラ
ウ
ン
ジ
、
パ
プ
リ
カ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
館（
東
京
都
港
区
）
に
て
活
動
を

報
告（
登
壇
者
＝
齊
藤
泰
嘉
／
小
中
大
地
／
竹
淵
翔

太
）、
W
S（
「
ピ
ン
ポ
ン
球
ゴ
ブ
リ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、

小
中
大
地
）
を
実
施

【
空
間
】「
つ
つ
ま
れ
サ
ロ
ン
」改
修
完
了
、旧
・家
族
控
え
室
、

パ
プ
リ
カ

【
イ
ベ
ン
ト
】「
こ
も
れ
び
カ
ー
テ
ン
」と
「
つ
つ
ま
れ
サ
ロ
ン
」

の
お
ひ
ろ
め
会
、
ひ
だ
ま
り
ラ
ウ
ン
ジ
／
つ
つ
ま
れ
サ
ロ
ン
、

パ
プ
リ
カ

4
月

ad
p
に
て「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
／
パ
プ
リ
カ
」（
～
20

15
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
貝
島
桃
代
）

平
成

26
年
度
文
化
庁
助
成
「
大
学
を
活
用
し
た
文
化

芸
術
推
進
事
業
」
開
始

【
サ
イ
ン
】
け
や
き
棟

5
階
誘
導
案
内
の
整
備
、
木
村
浩

研
究
室

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
大
久
保
シ
ェ
リ
ル
／
栗
本
美
百
合
／

レ
ナ
ン
・
ラ
ス
ト「
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
入
門
」、
筑
波
大

学
芸
術
学
系
棟
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年
表

月
筑
波
大
学
附
属
病
院

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

そ
の
他

4
月

【
イ
ベ
ン
ト
】
病
院
前
ガ
ー
デ
ン
が
完
成
し「
ガ
ー
デ
ン
オ

ー
プ
ニ
ン
グ
」
を
実
施
、
病
院
前
ガ
ー
デ
ン
／
医
学
食
堂
、

環
境
デ
ザ
イ
ン
領
域
学
生

5
月

【
W
S】
「
ア
ス
パ
ラ
と
も
よ
う
が
え
」、
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
SO

H
」、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
イ
ベ
ン
ト
】「
つ
な
が
る
カ
フ
ェ
」、
院
内
レ
ス
ト
ラ
ン

【
W
S】
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
『
空
ゴ
ブ
リ
ン
』」
、
阪
南
病

院（
大
阪
府
堺
市
）、
小
中
大
地

「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル（

A
IH
）」
チ
ー
ム

始
動

6
月

【
展
示
】「
『
ゴ
ブ
リ
ン
博
士
の
病
院
ゴ
ブ
リ
ン
』
ア
ー
カ

イ
ブ
展
」、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
 体
育
・
芸
術
図
書

館
、
小
中
大
地（
～
9
月
）

7
月

【
W
S】
「
は
な
さ
か
う
ち
わ
」、
け
や
き
棟
食
堂
／
デ
イ
ル

ー
ム
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
壁
画
・
W
S】
「
さ
く
ら
ゴ
ブ
リ
ン
を
つ
く
ろ
う
！
」、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
前
、
小
中
大
地

8
月

【
展
示
】
豚
の
立
体
作
品
「
暖
」
の
設
置
、
病
院
前
ガ
ー
デ

ン
、
小
野
裕
子

9
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「
ス
ー
パ
ー
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
ガ
ー
デ
ン
」、
ノ

ー
フ
ォ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ノ
ー
リ
ッ
チ
大
学
附
属
病
院
、

実
施
者
＝
ハ
ー
ベ
ス
・
リ
ム
・
フ
ォ
ン
デ
ビ
リ
ヤ
／
小
野

裕
子
／
市
川
寛
也
／
小
中
大
地
／
小
野
先
生
総
合
造
形

授
業
受
講
学
生
 ほ
か

【
展
示
】「
芸
術
支
援
展
 ケ
ア
×
ア
ー
ト
Ⅰ
̶
̶
病
院

ア
ー
ト
活
動
の
あ
ゆ
み
」、
筑
波
大
学
芸
術
系
ギ
ャ
ラ
リ
ー

／
大
学
会
館
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
／
総
合
交
流
会
館（
～

11
月
）

10
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「
秋
の
ガ
ー
デ
ン
カ
フ
ェ
」、
病
院
前
ガ
ー
デ

ン
、
環
境
デ
ザ
イ
ン
領
域
学
生

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
林
容
子
「
医
療
・
福
祉
に
お
け
る
ア
ー

ト
の
役
割
と
効
果
」、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
高
橋
伸
行
「
ケ
ア
に
と
っ
て
ア
ー
ト
と

は
何
か
を
考
え
る
」、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

11
月

【
W
S】
「
ゆ
め
花
火

W
S『
は
な
さ
か
と
け
い
』」
、
け
や
き

棟
1
階
受
付
前
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】 B

ro
nw

en
 G
w
ill
im
「
芸
術
と
健
康
」、

筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

12
月

【
展
示
】「
病
院
ゴ
ブ
リ
ン
博
士
展
 ケ
ア
×
ア
ー
ト

Ⅱ
」、
筑
波
大
学
芸
術
系
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
小
中
大
地（
～

20
15
年
1
月
）

20
15
年

レ
ク
チ
ャ
ー
や
展
示
な
ど
に
よ
り
内
外
の
情
報
を
発
信
し
た
り
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
よ
り
実
験
的
な
取
り
組
み
も
行
う
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
受
賞
す
る
。

1
月

【
展
示
・
W
S】
「
輪
唱
の
○
」（

A
IH
）、
け
や
き
棟
1
階

受
付
前
／
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
、
つ
ち
や
あ
ゆ
み

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
ミ
ヤ
ザ
キ
ケ
ン
ス
ケ
「
ミ
ヤ
ケ
ン
の

ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟
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1
月

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
花
村
周
寛
「
ま
な
ざ
し
の
デ
ザ
イ
ン
」、

筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

2
月

【
映
像
】「
光
の
出
張
便
」（

A
IH
）、
け
や
き
棟
／

B
棟
、

堀
真
実（
～
3
月
）

【
イ
ベ
ン
ト
】
照
明
実
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
あ
か
り
の
シ
ョ
ー

ル
ー
ム
」
開
催
、
核
医
学
検
査
室
待
合
、
パ
プ
リ
カ

【
壁
画
】
壁
画
制
作
、
B
棟
１
階
外
来
患
者
用
多
目
的
室
、

齊
藤
明
美
／
中
村
菜
月

【
W
S】
「
ま
□
（
し
か
く
）
フ
ァ
ー
ム
」、

B
棟

7
階
精
神

神
経
科
、
小
野
裕
子
／
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
展
示
】「
ガ
ー
デ
ン
ズ
ー
」、
病
院
前
ガ
ー
デ
ン
、
学
生

3
月

【
壁
画
】「
ね
が
い
ご
と
の
森
ゴ
ブ
リ
ン
」、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
室
前
、
小
中
大
地

4
月

ad
p
に
て「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
／
パ
プ
リ
カ
」（
～
20

16
年

3
月
／
担
当
教
員
＝
貝
島
桃
代
）

平
成

27
年
度
文
化
庁
助
成
「
大
学
を
活
用
し
た
文
化

芸
術
推
進
事
業
」
開
始

院
内
の
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
関
連
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
実
験

的
に
制
作
・
配
布
、
各
入
院
病
棟
／
ア
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
S
O
H
」
／
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
ア
ー
ト
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

毎
日
新
聞
に
て
月
一
連
載
「
い
き
い
き
ホ
ス
ピ
タ
ル
」
開

始
し
、
筑
波
大
学
芸
術
の
病
院
の
ア
ー
ト
の
取
り
組
み

を
伝
え
る

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
館（
東
京
都
港
区
）
に
て
活
動
を

報
告（
登
壇
者
＝
齊
藤
泰
嘉
／
小
中
大
地
／
竹
淵
翔

太
）、
W
S（
「
ピ
ン
ポ
ン
球
ゴ
ブ
リ
ン
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、

小
中
大
地
）
を
実
施

5
月

【
イ
ベ
ン
ト
】「
ふ
か
ま
る
カ
フ
ェ
」、

1
階
ひ
だ
ま
り
ラ
ウ
ン
ジ

6
月

【
W
S】
「
ダ
ン
ボ
ー
ル
と
葉
っ
ぱ
の
ゴ
ブ
リ
ン
を
つ
く
ろ

う
！
」、
の
ぞ
み
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
広
島
県
東
広

島
市
）、
小
中
大
地

7
月

【
W
S】
「
ね
こ
の
ト
ム
に
色
を
つ
け
よ
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」（

A
IH
）、
け
や
き
棟
1
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
、

飯
田
瑠
璃
子

【
展
示
】「

A
ni
m
al
×
Li
fe
̶
̶
き
り
ん
の
フ
レ
デ
ィ
、
う

さ
ぎ
の
マ
ー
シ
ー
、
ね
こ
の
ト
ム
」（

A
IH
）、
け
や
き
棟
1

階
受
付
前
、
飯
田
瑠
璃
子

【
W
S】
「
ひ
ま
わ
り
畑
の
お
ち
ょ
う
さ
ん
」、
け
や
き
棟
デ
イ

ル
ー
ム
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

8
月

【
W
S】
「
な
つ
や
す
み
 ビ
ニ
ー
ル
で
海
の
も
よ
う
を
え

が
こ
う
！
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、
茨
城
県
立
こ
ど
も
病
院

（
茨
城
県
水
戸
市
）、
秋
葉
正
登
 ほ
か
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年
表

月
筑
波
大
学
附
属
病
院

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

そ
の
他

9
月

【
空
間
】「
患
者
図
書
室
」
が
完
成
し
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ

モ
ニ
ー
を
開
催
、
建
築
デ
ザ
イ
ン
領
域
学
生（
デ
ザ
イ
ン
）

／
洋
画
領
域
学
生（
壁
画
制
作
）

イ
ギ
リ
ス
・
ブ
リ
ス
ト
ル
に
て

W
S
／
展
示
等（
サ
ウ
ス

ミ
ー
ド
病
院
、
イ
ベ
ン
ト
名
＝「
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ア
ー
ツ
・

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」、
実
施
者
＝
小
中
大
地
／
大
嶋
千
尋

／
前
田
耕
作
／
高
橋
和
佳
奈
／
出
口
真
帆
 ほ
か
）、
合

同
授
業（
西
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
大
学
、
参
加
者
＝
岩
田
祐

佳
梨
／
村
上
怜
央
／
山
口
大
空
翔
／
早
川
翔
人
 ほ

か
）
を
実
施

10
月

「
つ
つ
ま
れ
サ
ロ
ン
」が
「
い
ば
ら
き
デ
ザ
イ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

20
15
」
に
て
知
事
選
定
を
受
賞

【
展
示
】「
い
き
い
き
ホ
ス
ピ
タ
ル
レ
ポ
ー
ト
̶
̶
芸
術

支
援
展
 ケ
ア
×
ア
ー
ト
Ⅲ
」、
筑
波
大
学
芸
術
系
ギ
ャ

ラ
リ
ー（
～
11
月
）

【
W
S】
「
光
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
飾
り
づ
く
り
」、
茨
城
県
立

こ
ど
も
病
院（
茨
城
県
水
戸
市
）、
秋
葉
正
登
 ほ
か

11
月

【
W
S】
「
ゆ
め
花
火
W
S『
き
ら
き
ら
お
さ
ん
ぽ
』」
、
け
や
き

棟
1
階
受
付
前
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

【
レ
ク
チ
ャ
ー
】
木
村
成
代
／
櫛
野
展
正「
多
様
化
す
る

ケ
ア
×
ア
ー
ト
の
現
在
」、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟

【
イ
ベ
ン
ト
】「
ホ
ス
ピ
タ
ル
ツ
ア
ー
」
を
開
催（
「
い
き
い
き
ホ
ス
ピ
タ
ル
レ
ポ
ー
ト
」
展
関
連
企
画
と
し
て
）、
筑
波
大
学

附
属
病
院
／
筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

【
イ
ベ
ン
ト
】「

G
ar
de

n 
C
af
é 
～
ガ
ー
デ
ン
の
秋
を
見

つ
け
よ
う
～
」、
病
院
前
ガ
ー
デ
ン
、
環
境
デ
ザ
イ
ン
領
域

学
生

12
月

【
W
S・
展
示
】「
ク
リ
ス
マ
ス
ポ
ケ
ッ
ト
」、

8
階
西
／
10

階
東
病
棟
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

20
16
年

2
月

【
空
間
】「
空
あ
か
り
う
む
」
設
置
完
了（
予
定
）、
核
医
学

検
査
室
待
合
、
パ
プ
リ
カ

【
サ
イ
ン
】「
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ト
リ
ー
ト
」
整
備
完
了（
予
定
）、

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
～
さ
く
ら
ひ
ろ
ば
間
廊
下
、
木
村
浩
研
究
室

［
視
察
先
一
覧
］

20
13
年

9
月
：
王
立
ブ
ロ
ン
プ
ト
ン
・
ア
ン
ド
・
ヘ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
病
院
、
チ
ェ
ル
シ
ー
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
病
院（
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
ン
ド
ン
）、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ノ
ー
リ
ッ
チ
大
学

附
属
病
院
、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学（
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
リ
ッ
チ
）、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
附
属
病
院（
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
）
／
12
月
：
阪
南
病
院（
大
阪
府
堺
市
）
／
20

14
年

2
月
：
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ー
ド
小
児
病
院（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
）、
ロ
イ
ヤ
ル
・
チ
ル
ド
レ
ン
ズ
病
院（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン
）、
ビ
ル
ド
フ
ル
ー
ガ
ス（
宮
城
県
石
巻
市
）、
穂
波
の
郷
ク
リ
ニ
ッ
ク（
宮

城
県
大
崎
市
）、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
ア
ル
ス
・
ノ
ヴ
ァ
、
た
け
し
文
化
セ
ン
タ
ー
イ
ン
フ
ォ
ラ
ウ
ン
ジ（
と
も
に
静
岡
県
浜
松
市
）、
北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー（
埼
玉
県
北
本
市
）、
み
ん
な
の
保

健
室（
福
井
県
福
井
市
）
／
4
月
：
暮
ら
し
の
保
健
室（
東
京
都
新
宿
区
）
／
5
月
：
居
場
所
ハ
ウ
ス（
岩
手
県
大
船
渡
市
）、
み
ん
な
の
家
、
り
く
カ
フ
ェ
、
朝
日
の
あ
た
る
家（
い
ず
れ
も
岩
手
県
陸
前
高
田
市
）

／
6
月
：
カ
フ
ェ
型
保
健
室
し
ら
か
ば（
熊
本
市
植
木
町
）
／

7
月
：
宮
城
県
立
子
ど
も
病
院
（
宮
城
県
仙
台
市
）、
四
国
こ
ど
も
と
お
と
な
の
医
療
セ
ン
タ
ー
（
香
川
県
善
通
寺
市
）
／
12
月
：
マ
ギ
ー
ズ
・

キ
ャ
ン
サ
ー
・
ケ
ア
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
香
港
（
香
港
屯
門
区
）
／
20

15
年

6
月
：
国
立
療
養
所
大
島
青
松
園（
香
川
県
高
松
市
）、
藁
工
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