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This　paper　discロsses　the　potential　ofpict ロre　books 塗o　b¢ usod　in　the

prepa瓰 tion　of　children　patients．　Picture　books　with 　impressive　of

pict鵬 s，　 stories，　 and 　 w 。rdings 　 would 　 grtatly　 benefit　 child爬 n
’
s

emotional 　stability　when 　uscd 　in　adequatc 　cont ¢ n重s　and 　timillg．　The

papcr　prcscnls　somc 　 a   田al　cases 　 of 　imprcssive　picture　books　on

hospitals．　However
，
　some 　piσru1鴇 s　fbllow　socially 　coded 　sc  es　in

血ehcalth −caro 　onvironm   ち those　of 　which 　a【e　now 　rectified　by

reccnt 　innovations　in　廿畳e 血ea1Ih −carc 　faci直ity　plannin8』 desig騒　and

manag ¢ ment 　field．　The　find  gs　of 血e　paper　will　be　u“Hzed　in止 c

fi」tUre　 developmo鵬 of　 hospital　 way 五nding 　 support 　 system 　 for

ch 龍dren　users ．

■ 目的

病院は 「成長 と変化」 を続け る建築で あ り、機能の 高度

化や複雑化に伴い 、規模が増大 し空間構成が変改するた

め 、病院の 訪問者に と っ て 建築空間は わ か り に くい もの

となっ て い る。心理 的に不安感 を抱くであろ う患者に対

して 、よ り親切 で快適な環境を提供する こ と、支援的デ

ザイ ン や案内支援 シ ス テ ム の 整備 が求め られ て い る。

病院にお ける子 どもの 療養環境に注 目す ると 、
「チ ャ イ ル

ドライ フ ・プ ロ グラ ム 」 の 重要性が指摘 され て お り、子

どもの 生活に お ける 「遊び 」の 役割を再認識す る必要性、

また、遊び を通し て 体験する 「医療 との 出会い 」 を準備

す る過程 （プ リパ レーシ ョ ン ）が もた らす効果が論 じら

れ て い る文 1 ．一方で 「絵本」 を コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 手

段やメデ ィ ア と して位置づ け、教育的意味や文学的意味

を超 えて 「視覚表現性」 か ら考察を加える研究、絵本学

が開始され て い る文 2 ・3 。

本稿 で は、病院建 築にお ける ウ ェ イ フ ァ イ ン デ ィ ン グ課

題 に対 して 、特に 子 どもの 患者に 注目 して 検討を加 える

ため、病院 の 絵本 を題材 と し て 、絵本学におけ る視覚表

現性か ら分析を行 う。こ の こ とを通し て子 どもの 療養環

境に 必要 な支援的デザイ ン や案内シ ス テ ム の 整備に 係わ

る計画指針 を得 る こ とを 目的 として い る．
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2000 年 ll月 お よび 2001年 12 月の 2 回 に わた っ て 、ネ

ッ ト上の 最大書籍販売サイ トで ある amazon ．com お よび

arnanon．cojp に て 、
「children （子 ども）」お よび 厂hospita1

（病院）」をキ
ー

ワ
ー

ドとして 検索を行 い
、 絵 本 と思 われ

る もの を収集 し た。そ の後、文献 2 に紹介され て い る絵

本で 入手可能なもの を追加 し、出版年や対象読者層、内

容か ら分析 ・考察を行 っ た。

■結果

収集 した絵本 は、48 点とな り、初版が 1966年に さか の

ぼる もの もあるが、約半数 の 21 点 （43．8°

／・ ） が 1999 年
〜2001 年に 出版 された もの で あ る 。 購入時 期 ・方法 か ら

す る と多 くの 絵本 の 寿命は数年間 とい うこ とで あ ろ う。

想定 され て い る対象読者層の 分類は 、販売サイ トの 表示

を基本に行 っ た。本に書かれて い る場合もあ り、 1 〜3

歳 児お よ び 3 〜 8 歳児 と完全 分類 とな っ て い る が 、こ の

方法で は子 どもの 最長 に つ い て完全分類を行 う結果 とな

るた め、以下 の 分類が適切 と考えた。乳幼児〜就学前児

童 （1〜 6 歳児）が 13冊 （27．1％ ） で あ り、乳幼児 の 写

真 を用 い て 解説 して い るもの は 、 親 が実 質的な対象で客

観的 な解説 本 とな っ て い る。 対象 が 4 〜 8 歳児 の もの は

27 冊 （56．3％） ともっ とも多 く、内容も多様 なもの とな

っ て い る。そ の 他は 8 冊 （16．7％）で あ り、これ らは年

齢が 上 の 子 どもや、明らか に親 の 購買意欲 を誘お うとい

うも の な ど判断 できない もの を含む 。

人 気キ ャ ラク タ
ー

を主人公 と し た シ リ
ーズ本は 13 冊

（27」％）で ある。Tom 　and 　Allyシ リ
ーズ の 他 の 題名をみ

る と 「弟が で きた 亅、「床屋 へ 行 く」、「ベ ビー
シ ッ タ

ー1、
「暗 闇が怖 い 」、「学校 へ 行 く」 と並び 、子 ど もの 成長 に

お い て 遭遇す る基本的なイ ベ ン トが網羅 されて い る。病

院や お医者 さんに い くこ とも、こ の
一

環 と して位置 づ け

られ て い る こ とが確認 できる。なお、本稿で は子 どもを

中心 と した 分類 ・分析を行 っ て い る。こ の た め、シ リー

ズ と して 扱 っ て い な い が、人気作家に よ る シ リ
ーズ や、
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医師 の 資格を持っ 筆者 による医療解説シ リ
ーズ がある 。

子 どもの 視点 か らすれ ば 、例 えばデ ィ ッ ク ・ブル
ー

ナを

知 らなくて も主人 公 の ミ ッ フ ィ
ー

は知 っ て い る場合があ

り、シ リ
ーズ の 認識 もし か りで ある。

鹽内容 に関する分析

内容 に関 して 以下の 9分類を行 っ た。数値は冊数 （％）

1 、　 病院内を案内 （客観的 ）

2、 受診に係わる ス トーリー

3．　 入 院体験 談 や 物語

4．　 主人公 が あばれ ま わ る

5 ．　 患者が 作成 した

6 ．　 病院に係 わる器具や もの

7 ． 家族の 入院

8．　 そ の 他

9 ．　 一
般 の 絵本 で優れ て い る と評価

6（125 ）

18（37，5）

2（4．2）

5（10、4）

1（2，1）

2（4．2）

2（4．2）

3（6．3）

9（1S、8）

上記で 1 と分類 された も の は、診療行為 の 写真や 絵を示

して 客観的に 診療内容を解説 した もの で あ る。SESAME

STREET シ リーズ の 事例 （文 4 ）は扁桃腺の 手術を控え

た主人公 の 友達が病院見 学に訪れ る物語で あ る。ス タ ッ

フ や 入院患者 と触れ 合い 、病 室や手術室 の 見学を行 い な

が ら病院の 機能や雰囲気を伝え る。 2 は主人 公 が初め て

病院や診療所 で診療を受ける様子を物語 るもの であり、

1 に 比 べ るとス ト
ー

リ
ー

性 が 高 い
。 Tom　and 　Allyの シ リ

ーズ 事例 （文 5 ）は、検診 にや っ て きた主人公 が 、 病院

の 役割や予防接種 の 大切 さを知 る 。 そ の 直後 に、父親が

ケガで 同 じ病院へ 行 く こ とにな り、尻 ごみする 父 親に対

して 「こ わ くはない よ」 と主人公が なだ めるとい うス ト

ー
リ
ー

展開で ある。同様 の ス ト
ー

リ
ー

が 2 事例あ り、反

面教師 と して の 父親が位置づ けられ て い る。 3 は体験談

と して 書か れた事例で あ り、よ り上 の 年代に向けられた

もの で ある。文 6 は骨折 し た少年が 病院を訪れ 、レ ン ト

ゲン の 撮影やそ の 後 の 治 療 の 説明 を受け る 。 少年に とっ

て優 しい 医師は憧れ の 存在 とな っ た。

4 は動物 の 主人公 が入院先で暴れ 回 る とい うもの で ある。

常識外 の 様子 を示す こ とで 「遊び 」 の 感覚を導入 し、道

の 環境に対 して親 しみ を持た せ よ うとす る もの である。

文 7 は 主人 公 が魔法の キ ャ ン デ ィ を食 べ る と動物に変身

し て し ま う物語 で あるe
ペ ージを め くる と異なる動物が

現れ る構成を採用 して 、変化を劇的に表現 し、視覚効果

を高めて い る。文 8 の 事例 は ペ
ッ トの 子犬が お ばあちゃ

ん の お 見舞い の ク ッ キ ーの バ ス ケ ッ トに こ っ そ り入 り込

ん で病院に い く物語で あ る 。 病室や小児病棟、新生児室

で の 触れ合い を描写する 中で 、動物療法を示唆 し て い る。

5 は 3 と同様で あ る が、作者を明示する こ とや書籍 の 作

成過 程 を共有す る こ とに よっ て ユ
ーザー参加が もた らす

効果 も狙 っ て い る。 6 はお もちゃ の 新作器具を セ ッ ト化

した もの で 、体験 をよ り具体的 なもの に しよ うとして い

る。 7 は祖父や妹 とい う家族の入院 を契機に、主人公 が

精神的に 自立 ・成長する とい うス ト
ーリーで あ る。

■表 現方 法 に関す る分析

表現方法の 分析に お い て 、内容や文章の 多 さか ら子 ども

自身が読む絵本 と認識で きるもの 31 冊を対象 とする 。

ロ病院と診療所

絵本 にお い て入院 や手術を表現す るも の を 「病院」と し、

ア ッ トホ
ーム な待 合室や入院設備 を備えない もの を 「診

療所」 と し て分析 し た結果、病院は 20 冊 （64．5％）で 、

診療所は 8 冊 （25．8％）で あっ た 。 診療所の 事例は検診

や予防接種 の 大切 さを伝えるもの や爾医者で 、子 どもが

病気や ケガ以外 で 病院・診療所 の 存在 を 知 る 場 面 で あ る。

匚］入院 ・治療を受け る対象

主人公 が入院する事例は 8冊 （25．8％）、治療を受け る事

例は ll冊 （355％）だ っ た 。 これ らは子 どもに 自分と主

人公 の 立場 と置き換え て想像 させ る効果が ある。
一

方、

客観的に病院の こ と を 知 る効果が あ る、付添 い や お 見舞

い で 病院を訪れ る事例は 3 冊 （9．7％）、見学 ・紹介で病

院を訪れ る事例は 4 冊 （12．9％）だ っ た。主観的に伝え

る事例が 半数以上 とい う結果か ら 、 子 どもに と っ て 主人

公 と 自らの 対比や 共感を覚え る と伝わ りやす い と考える 。

口主人公

主人公 が ヒ トの 事例は 14冊 （45．2％）で 、それ以外は ク

マ ・イ ヌ ・ネズ ミなど動物の擬人化やキ ャ ラ ク ターだ っ

た。乳幼児期の 人格形成に人間関係や想像力 ・創造力を

養 う人形
・ぬ い ぐるみ あそびな どと同類 の 効果 が あ る。

□ 場面 の 表現方法

物語 の 表 現方法は手書きタ ッ チ の 絵が 25 冊 （80，6％）と

圧倒的 に多い が 、 3D 描写 （図 1 ・文 5 ）もある 。

一
方 、

実際 の 施 設や治療 の 紹介には写真 （図 2 ・文 9 ） を用 い

る もの が あり、子 ども用 の 説明本 とい う印象を うけ る。

何を どの よ うに伝 えるかで最適な表現方法が決 ま る。

図 1受 診 に 係 わ る 物 語 （3D）　　 図 2 受診 に 係 わ る 物 語 （写 真）
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■ コ
ー

ド化 され た病院建築空間の 課題

上記 で は 2 に分類 し たが 、文献 2 の 中で唯
一

っ 紹介 され

て い る病院 の 絵本に つ い て 、中川素子（文教大学教授）は

下記 の ように評価する。文 2，p 且82，1．8−14
「もしあなた が

、 暗い 裸電球が た っ た
一

つ だけぶ らさが

っ て い るし一ん とした部屋 の 中に 座 っ て い る とし たな ら、

どんなに心細 く感 じ る こ とで し ょ うか。。。ノル マ ン ・ユ

ン ゲ絵、エ ル ン ス ト・
ヤ ン ドゥル 作の 『ドア が あい て

…
　 』

は、そ ん な子 どもの 真理 を、光 と闇の 交差す る中に、見

事に表現 し て い ます。」

　　 　　　 　図 3 コ ード化 され た 病院の 待合室

こ の 絵本 （図 3 ・文 10＞は 右ペ ージ に待合室の 絵を置き、

左 ペ ージに 1 〜 2 行の 文 を配置 した 構成で 、右の 絵 は同

一視点か ら描か れてお り、ペ ージをめ くると待 っ て い る

お もちゃ の 患者が順番に診察室に入 っ て い く とい う展開

で あ る 。
ペ ージ をめ くる とい う動きが もた らす劇的効果

や、現れ る絵の繰 り返 しに よる 印象を強め る効果は 、 特

に幼年の 読者にわか りや す い よ うであ り、視覚効果が高

い 事例で ある。しか しなが ら、裸電球の み の 暗い 待合室

とい う設定は 、ほ とん どの施設で 改善済み と思われ る 。

病院建築の 外観を示す絵本は 3 事例 の み で あり、そ の 2

っ で は 「白い 外観に均
一

に窓が並ぶ大 きな建物」 として

示 され て い る （図 4 ）。特にブル
ーナ （図 4 ・文 ID は

高度に抽象化 ・コ
ー

ド化 された絵で 知られ て お り、単純 ・

明快な線やわ か りやす い 構図を用 い て 巧み な表現 を示 し

て い る 。 しか しなが ら、実際の 施設 で はす で に改善 ・更

新 され た内容 も多く、ユ ニ ホ ーム と して の 白衣 の 着用 な

どとともに、既存の コ ー ドを転換する試みや努力が求め

ら れ て い る。
’Franklin　GOES 　TO 　THE 　HOSPITAL

”

（図 5 ・

文 12）で は 白衣 を着用 しな い ス タ ッ フ が表現 され て い る 。

図 4 コ
ード化 され た 病院建 築　図 5 白衣 を着用 しな い ス タ ッ フ

「わか りやすさ」 は、既存の コ ー ドを継続維持 する こ と

に よ っ て確保 され る性 質を持 っ 。物的環竟や サー ビ ス 内

容、そ の 表象イ メ
ージな どに よ っ て医療施設 の パ ラダイ

ム の 変革か ら こ そ 、新しい サ
ービ ス の 実施 ・

運営が可能

となる 。 変革は新 しい 物的環境やイ メージ を必要 とし 、

そ の ギ ャ ッ プが わか りに くさを生み 出す 。 病院案内 支援

シ ス テ ム に は、こ の ギ ャ ッ プを埋 め る効果が 必要で あ り、

視覚効果が高い 提示手法が必然 となる。すなわ ち、コ ン

ピ ュ
ー

タ
ー

を用 い た提示 手法 の 所以 である。

■子 ども病院の ホ
ー

ム ペ ー
ジの 観点 か ら

サ ン デ ィ エ ゴ 子 ども病院は、診療水準は もとよ り、ソ フ

トな外観や変化 に 富む イ ン テ リア 、ヒー リン グガーデン

など の物的環境の創意工 夫の 点か らも注目を集め て い る。

本因 の ホ ーム ペ ージ を開 く と、最初 の タ グ は 「Patient

Story亅 と命名 され 、 実際の 患者 の 体験事例 が 症例別 に掲

載 され て い る 。 こ の 内容は、同様 の 症状や疾病に悩 む子

ども と親に と っ て 支援効 果 が高い も の で あ る 。 さ らに

fJust　for　Kids」 とい うタ グに 「カーリーの 魔法の ガ ーデ

ン 」 とい う逸話が紹介されて い る。カー リ
ー

とい う女の

子 が フ ラ ン シ ス コ と い う男 の 子 と冒険に で か け る と い う

設 定で、ハ チ ドリやウサ ギ、カメやクモ などが登場 し、

お 互 い に助け合 い 、励ま しあ うとい う物語で ある。公 開

され て い る内容は 3 章で あ るが
、

「お わ りはな い 」 と新 し

い 展開を期待 させ る結び とな っ て い る 。 別 の ペ ージ に 12

の 場面 の 塗 り絵 が掲載 され て い るが、上記 の ス ト
ー

リ
ー

は 文字の み の ペ ージ構成 とな っ て お り、親が子 どもに読

み闇かせ るこ とを前提 として い る。 こ の物語 は本院で治

療 を受けた Car且ey　Copley とい う実在の 白血 病患者に因

るもの で 、こ の 物語 に基づ き、登場する動物 をオ ブジ ェ

と して配置 した ヒ
ー

リン グガーデ ン が本院内に設置 され

て い る。具象 ・抽象、リア ル ・ヴァ
ー

チ ャ ル などの 各種

の メデ ィ ア を用 い た病院案内支援 シ ス テ ム と して評価で

きるも の で ある 。

国内 の 事例 で は 、あ い ち小 児保健 医療総合セ ン タ
ー

の ホ

ーム ペ ージ に お い て 、rFor　Kidsj とい うタ グの もと、マ

ロ ン ち ゃ ん と どん ぐ り くんが けん こ うの 森か ら冒険 の 旅

に 出発す る とい う設 定 で 、院 内 の 案内支援を行お うとす

る も の があ る 。 具体的 な疾病 や診療内容 との 関連 な どに

つ い て は さらに詳細な調整が必要 であるが、院内に導入

され た壁 画やオ ブ ジ ェ な どの 物的環境要 素と対 比 で きる

内容 で あ り、 案内支援効果 に期待 した い 。

■ 子 ども病 院か ら出版 され た絵本 の 観点か ら

東北大学 病院が オ リジナ ル の 子供 向け入院案内パ ン フ レ
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ッ トと して制 作 した 「ト
ー

ホ クダイガ ク ・ビ ョ
ー

イ ン

（TB ）号 へ の あんない 」 は 3 歳 か ら小学生まで の 子 ども

に配布 され て い る 。 入院 し、治療 を受ける子 どもや家族

施設や ス タ ッ フ の 紹介 し、不安の軽減を 目的 とす るD

　　　　図 6 病院の 案内パ ン フ レ ッ トと し て の 絵本

内容は、病院を TB 号とい う大き な船にたとえ、入院か

ら退院ま で をげんき島ま で の航海として 、
ス ケ ジ ュ

ー
ル

や 決ま り事を、豚 の キ ャ ラ ク タ
ー 「キ ャ プテ ン ・トン ペ 」

が紹介 し て い る。以下 に 案内種別 ごと に 本 の 詳細を示す 。

  入院時の準備 ： 「TB 号に の る時に ひ つ よ うな もの 」 と

題 し持ち物 リス トが示 され、「大切なあた らしい なか ま」

へ の メ ッ セ ージ欄は入院す る子 ども へ の 歓迎を表す。

  施設 案内 ： 色分け された小児病棟の 平面図 が示 され 、

セ ッ ケ ッ キ ュ ウくんな どの キ ャ ラ ク タ
ーが トン ペ 船長 を

探す。 ホ ス ピ タル モ
ー

ル や周辺 地 図も紹介 され て い る 。

  ス タ ッ フ ：TB 号の 船員 と し て 入院や 治療 に携わ る人々

が 紹介され 、子 どもが 仲間を描 く欄もあ る。「ナ
ー

ス ス テ

ー
シ ョ ン の ひみ つ の 道具」にナ

ース の 道具の 紹介がある。

  過ご し方 ： 「TB 号の 掟」 は病院で の
一

日の 流れや注意

事項 で ある。詩 人 の キ ャ ラクタ
ー

な どが 登場 し、子 ども

を励 ます名言や 子 どもへ家族の た め の 絵本 を紹介す る 。

  病気に つ い て ： げん き島まで の 航海 図が描か れ 、けん

さ島や し ゅ じ ゅ っ 城は 退院まで の 治療を示 し て い る 。 CT

を洞窟 に 、心臓カテ
ー

テ ル を山々 に た とえ、子 ども の 不

安を和 らげ る 工 夫があ る。医者や看護師の言葉を書き込

む欄も設 け られ て い る。また、フ ィ ロ ス 博士 の 事典には

病院で 使われ る難し い 言葉 の 説明 が書か れ て あ る 。

こ の 絵本は、簡単な仕掛けや ス タ ッ フ ・子 どもが描き込

む欄を設ける こ とに よ り、子 どもが興味を持 っ て 病院や

病気に つ い て 情報を得る こ と が で きる 。 航海 とい う冒険

や試練 を乗 り越 えるガイ ドブ ッ ク と し て 、入 院す る子 ど

もが 自分自身の 状況 を理解するため の 絵本は有効で ある。

圏チ ャ イ ル ドライ フ ・プ ロ グ ラ ム の 観点か ら

文 1 で は 、
フ ァ ス ラ

ー
に よ っ て行われ た、扁桃腺お よび

／ または ア デ ノ イ ドの 切除 で 入 院 した子 どもを対象 とす

る プ リパ レ
ー

シ ョ ン にお け る 情緒 的支援 の 役 割 に係 わ る

検討が 報告 され て お り、 適切な情 報 とともに情緒的支援

を与える こ とが 効果的で ある と結論されて い る 。
「そ の 子

どもの 症状に無関係 な話題 を論 じて い た り誤 解を招 い た

りす る …　　 注射 の あ い だ微笑ん で い た り、手術後に 何

の 痛 み もな い よ うに遊ん で い た り、両親が帰る とき機嫌

よ く手を振 っ て い る 子 どもが描か れ て い る 。 こ うした描

写 は現実 とか け離れ てお り …　　 子 どもの 混乱 を舞 う s

だけで ある。」 文 1 ，p．166，Ll9 −15 とい う指摘がな され て

お り、 情報 の 適切性 に 関 して 十分な検討 が 必要 で ある。

■ま とめ

本稿で は、絵本学の 観点 とともに、チャ イ ル ドライ フ ・

プ ロ グラ ム の観点か ら病院にっ い て考察を行 っ た 。 文 2

では 「一言で い うな ら、絵本は 『目に よる思考 の 場』な

の で ある ＿ 見る こ とに よ り考えた り、 認識 した りす る

こ とは、豊かなイ メージを育て 上げ る魅力的な契機 なの

で す 。 」 15・11
， p．157絵本は 、絵 と ス トーリーと言葉か ら

構成 され、子 どもを対象 とし た きわめ て効果的な病院 ウ

ェ イ フ ァ イ ン デ ィ ン グ支援ツ ー
ル として の ポ テ ン シ ャ ル

を持 つ
。

こ こ で 得 られ た知 見を基に、特 定 の 病 院を対象

とした案内支援シ ス テ ム の 構 築に役立 て る予定 で ある。

なお本研 究 の
一

部 は 日本建築学術振興会　平成 13 年度

科学研 究費補助金 （基盤研究（C）（1）） 13650670 「医療 ・

情報 ・建築技術の革新に 伴 う病院の 案内支援に 関す る研

究 」 に よ る もの で あ る。

文 62001

文 7

謝辞　本研究の 調査 ・分析 に あた り細窪菜津子 さん に多

大な ご協力 を い ただ い た こ とを心 よ り感 謝 します。
参考文献

文 1　 RH ，トム ソ ン ，G ス タ ン フ ォ
ード著 ，小 林 登 監 修 野 村 み

ど り監訳、堀 正 訳、病院 に お け るチ ャ イル ドライ フ，子 ど も の 心

を 支 え る
”
遊び プ ロ グ ラム ，中央法規．2000．09

文 2　 中川 素子，今井 良朗，笹本純，絵本 の 視覚表現，そ の ひ ろ が

りとは た らき，日本エ デ ィタース クール 出版，200Ll2
文 3　絵本学会 hUy：〃ehongaku ．musabi ．ac．jpXtop．htm1
文 4　AVISff 　TO　THE 　HOSPITAL ，　SESAME 　STREET，　 Sesamo
Street　MUPPETS ，1985
文 5 　Beth　Robbins，　Jon　Stuart，　Tom　and 　Ally　Ptisit　the　LX）CTOR ！，
DK ，2001
　　 Bill　Cosby，　Little　Bill，　A　Trip　to　the　Hospitai，　Simon　Spotlighし

　　 Roberta　Karim
，
　Sue　Truesdell

，
　THIS　ISA 」VOSPITAL ，　NOTA

ZO α ，　clarion 　BookS 且998
文 8　 Noman 　 Bridwell，　 Cltfford　 VISITS　 THE 　 HOSPITAL ，
Scholastic，2000
文 9 　 Linda　 Cress　 Dowd ｝〜8 αr喫 y　 Goes　 To　 rhe　 Dentist，
Schelastic

，
1997

文 10　エ ル ン ス ト・ヤ ン ドゥル 作，ノル マ ン ・ユ ン ゲ絵 斎藤洋

訳 ドア が あ い て，1999．220，ほ るぶ 出版
文 11D ．Bruneg　Midy 　ln　the　Hospital，　Kodansha　！ntern

’
1，1995

文 12Paulette　Bourgcois，　Brenda 　Clark．　Franldin　GOE ∫　TO 　THE
HOSI】IZ冫IL，　Scholastic，2000
註 1　 サ ン ディ エ ゴ 子 ど も病 院 ホ

ー
ム ペ ージ URL 等

註 2 　あい ち小児保健 医療総合セ ン ターホ
ー

ム ペ ージ URL 等

一472一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


