
広　　告

中
島
　
小
菅
参
与
は
旭
山
動
物
園
の
改
革
で
、

日
本
の
動
物
園
の
考
え
方
を
大
き
く
変
え
た

先
覚
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
行
動
展

示
」
は
動
物
た
ち
の
持
つ
能
力
や
魅
力
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。

小
菅
　
改
革
の
前
か
ら
職
員
た
ち
と
「
こ
ん

な
動
物
園
に
し
た
い
」
と
話
し
合
っ
て
お
り
、

基
礎
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
組
織
を
形
づ

く
る
の
は
個
々
人
の
思
い
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

中
島
　
大
学
も
同
じ
で
す
。
本
学
も
教
員
の

研
究
や
教
育
に
対
す
る
真
摯
な
思
い
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
大
学
と
動
物
園
の
共
通
点

と
し
て
、「
な
ぜ
」
に
出
合
う
場
所
だ
と
思

う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

小
菅
　
は
い
、
動
物
は
「
な
ぜ
」
に
あ
ふ
れ

た
存
在
で
す
。
た
と
え
ば
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ

は
1
9
7
4
年
ま
で
国
内
で
繁
殖
の
成
功
例

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
で
初
め
て
成

功
し
た
の
は
、
旭
山
動
物
園
で
す
。
人
間
視

点
で
快
適
だ
と
感
じ
る
広
く
暖
か
な
環
境
で

は
な
く
、
野
生
に
近
い
環
境
で
、
さ
ら
に
飼

育
員
か
ら
見
ら
れ
な
い
状
態
に
し
た
こ
と
で
、

母
グ
マ
は
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

中
島
　「
な
ぜ
」
を
問
う
力
が
、
そ
の
発
想

に
結
び
つ
い
た
の
で
す
ね
。
私
は
A
I
（
人

工
知
能
）
の
研
究
者
で
す
が
、
こ
の
分
野
で

重
要
な
考
え
方
に
、
生
物
学
者
の
ユ
ク
ス

キ
ュ
ル
が
提
唱
し
た
「
環
世
界
」
と
い
う
概

念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
端
的
に
言
う
と
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
は
自
分
の
生
存
に
必
要

な
知
覚
だ
け
か
ら
、世
界
を
認
識
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
マ
ダ
ニ
に
は

視
覚
も
聴
覚
も
あ
り
ま
せ
ん
。
嗅
覚
と
触
覚
、

そ
し
て
温
度
を
感
じ
る
こ
と
で
世
界
の
認
識
、

環
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
の
環
世
界
に
近
づ
い
た
こ

と
が
、
成
功
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

小
菅
　
完
全
に
同
じ
視
点
に
は
立
て
な
く
て

も
、
だ
か
ら
こ
そ
観
察
し
、
考
え
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
動
物
の
本
能
的
な
目
的
を
考
え

る
と
、
生
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
た
ど
り
着
き

ま
す
。
い
ま
、
円
山
動
物
園
は
動
物
福
祉
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
動
物
が
生
き
や
す

く
、
生
命
を
未
来
に
つ
な
ぐ
の
に
ふ
さ
わ
し

い
動
物
園
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
、
国
内
初

と
な
る
「
動
物
園
条
例
」
の
制
定
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

中
島
　
本
学
に
は
デ
ザ
イ
ン
と
看
護
、
２
つ

の
学
部
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
「
生
」

を
見
つ
め
、
他
者
の
視
点
に
立
と
う
と
す
る

と
い
う
意
味
で
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
ね
。

と
こ
ろ
で
動
物
と
比
べ
た
と
き
、
人
間
は
ど

ん
な
存
在
に
見
え
る
で
し
ょ
う
?

小
菅
　
知
識
偏
重
で
す
（
笑
）。「
こ
れ
が
し

た
い
」
と
い
う
情
熱
を
も
っ
と
大
切
に
し
な

い
と
。

中
島
　
本
学
の
教
員
も
学
生
も
「
こ
ん
な
も

の
を
作
り
た
い
」「
こ
ん
な
こ
と
が
し
た
い
」

と
い
う
志
が
高
い
の
で
す
が
、
も
っ
と
高
め

て
い
き
た
い
で
す
ね
（
笑
）。

　小
菅
　
動
物
園
の
飼
育
員
や
獣
医
師
は
経
験

豊
富
で
す
が
、
大
学
の
研
究
者
の
理
論
や
技

術
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
験
が
科
学
と
し
て
普

遍
化
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ

の
実
例
の
一
つ
が
円
山
動
物
園
の「
は
虫
類
・

両
生
類
館
」
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
学
部
の
先
生

方
に
温
度
や
照
明
な
ど
の
あ
り
方
を
科
学
的

な
観
点
か
ら
設
計
し
て
い
た
だ
き
、
最
適
な

環
境
が
実
現
し
ま
し
た
。ま
た「
オ
ラ
ン
ウ
ー

タ
ン
館
」
で
は
野
生
環
境
か
ら
議
論
し
、
設

計
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
海
外

の
研
究
者
も
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

中
島
　
こ
う
し
た
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
本

学
に
と
っ
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
研

究
者
が
自
分
の
考
え
が
現
場
に
適
合
し
て
い

る
か
を
確
か
め
、
役
立
て
る
チ
ャ
ン
ス
で
す

か
ら
。
ま
た
、
現
場
の
経
験
は
研
究
者
に
も

重
要
で
す
。
動
物
に
日
々
接
す
る
な
か
で
得

ら
れ
た
気
づ
き
や
課
題
を
教
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
研
究
に
反
映
で
き
ま
す
。

小
菅
　
現
場
か
ら
研
究
へ
、
研
究
か
ら
現
場

へ
。
こ
の
循
環
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
必
要

で
す
ね
。
私
も
旭
山
動
物
園
の
職
員
に
な
っ

て
間
も
な
い
こ
ろ
、
休
み
の
日
に
は
大
学
の

研
究
室
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
大
学
は
卒
業

生
や
学
び
た
い
人
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

中
島
　
看
護
学
部
で
は
現
場
で
看
護
師
の
経

験
を
積
ん
で
か
ら
、
大
学
院
に
入
っ
て
研
究

す
る
学
生
が
主
流
で
す
。
現
場
で
見
出
し
た

課
題
を
自
ら
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
現
場
に

還
元
す
る
と
い
う
好
循
環
を
実
現
し
て
い
ま

す
。

中
島
　
小
菅
参
与
の
著
書
を
拝
読
し
、
動
物

へ
の
敬
意
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を

受
け
ま
し
た
。

小
菅
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
地
球
は

人
間
だ
け
で
は
な
く
多
様
な
生
命
で
成
り

立
っ
て
お
り
、
動
物
は
共
に
生
き
て
い
く
存

在
で
す
。
ま
た
、
動
物
を
知
る
こ
と
で
「
人

間
と
は
何
か
」
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

中
島
　
動
物
の
生
態
を
A
I
で
分
析
す
る
こ

と
で
、
思
い
も
つ
か
な
い
知
見
が
得
ら
れ
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。ぜ
ひ
動
物
園
か
ら「
こ

ん
な
テ
ー
マ
は
?
」
と
い
う
課
題
を
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
A
I
を
使
っ
て
未
知

の
環
世
界
を
解
き
明
か
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

小
菅
　
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
、
研
究
者
の
知

識
や
技
術
と
連
携
を
し
な
が
ら
、
飼
育
員
や

獣
医
師
も
専
門
家
と
し
て
の
能
力
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
が
地
域
貢
献
へ
、
さ
ら
に
は
生
物
多

様
性
の
保
全
を
通
し
て
世
界
に
貢
献
で
き
る

動
物
園
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

中
島
　
同
感
で
す
。
先
ほ
ど
の
ユ
ク
ス
キ
ュ

ル
は
、「
既
存
の
知
識
を
教
え
る
だ
け
で
は

な
く
、最
先
端
の
研
究
を
し
て
こ
そ
大
学
だ
」

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
本
学
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
第
一
は
地
域
貢
献
で
す
が
、

そ
の
根
底
を
広
く
深
い
研
究
が
支
え
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
教
育
で
人
を
育
て
、
地
域
に
貢

献
す
る
と
い
う
三
層
構
造
の
大
学
で
あ
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
卒
業
生
た
ち
に
は
広

い
世
界
に
羽
ば
た
い
て
ほ
し
い
し
、
地
域
に

根
付
く
人
に
も
広
い
視
野
を
持
っ
て
ほ
し
い
。

本
学
と
円
山
動
物
園
と
の
協
力
関
係
を
発
展

さ
せ
、
と
も
に
さ
ら
な
る
地
域
貢
献
を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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多
く
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

成
果
を
挙
げ
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き
た

札
幌
市
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札
幌
市
円
山
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園
。

と
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に
目
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す
地
域
貢
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の
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を

語
り
合
い
ま
し
た
。
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人
と
動
物
の
未
来
に
貢
献

大
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動
物
園
も

「
な
ぜ
」
に
出
合
う
場
所

協
力
関
係
を
発
展
さ
せ

さ
ら
な
る
地
域
貢
献
を

現
場
か
ら
研
究
へ

研
究
か
ら
現
場
へ

旭山動物園長として日本初の
「行動展示」を実現し、動物園
のあり方を改革。北海道大学
客員教授、札幌市環境局参与。

札幌市環境局参与
（札幌市円山動物園担当）

小菅 正夫
産業技術総合研究所、公立は
こだて未来大学、東京大学な
どを経て現職。日本における
人工知能（AI）の研究をけん引。

札幌市立大学
理事長・学長

中島 秀之

変温動物であるヘビやワニ・トカゲといった、は虫類の多様性にふさわしい光・
温熱環境を、計画的にコントロールする施設を設計しました。大型水槽のデ

ザインは、見学者に生態をどのように見せるか、水槽の断面位置、バックヤードからのアクセス、
メンテナンス性などを総合して設計しています。内部を
無柱空間にすることで、自由な水槽レイアウトが可能に
なりました。また、は虫類の生態による見せ方の違いを
考慮して、展示場とバックヤード通路の床面の高さを変
えています。さらに大型水槽部と天窓部の温熱・気流
解析を行い、特に夏の暑い時期について検討し、最適
な光・温熱コントロールをしています。

Project

1
光や熱を最適化した「は虫類・両生類館」の設計

札幌市立大学

札幌市
円山動物園

特 別 対 談

来館者の豊かな観覧体験の実現のため、飼育員・専門業者・研究者による
協働体制の構築およびサインデザインの制作を行いました。動物園の想いを

踏まえた基本方針として「動物を『愛でる』場所から、動物から『生き方』を学ぶ場所へ」「観
覧体験の邪魔はしない、でも、適切なタイミングで情報
と出会える」「ターゲット観覧者の体験シチュエーション
を意識する」を設定。さらに動物園独自の展示手法と
広告手法を応用した「気づきと理解の４ステップ」を考
案し、来場者の動線を活用して高揚感を創出するサイ
ンを制作しました。多様な感性との協働が、市民ととも
にある動物園にとって重要であることも示唆されました。

Project

2
「ホッキョクグマ館」の誘導・解説サインのデザイン

野生のオランウータンの生息地（ボルネオ島）の気候を屋内で再現するため、
札幌の気候特性に配慮して飼育施設の熱・空気環境を解析。その結果に基

づき、オランウータンが快適に暮らすための室内気候デザインの方法を提案しました。暖房は、
空調と放射式パネルの併用により、冷気流による不快
感のない穏やかな室内気候を確保。天井面や壁面など
からの温放射によって室内を効率よく暖める特長があり、
高い快適性が得られます。解析により、外壁は100mm
の断熱厚が必要なこともわかりました。今回の室内気
候デザインは、他の動物舎だけでなく一般建築にも活
用できると期待されています。

Project

3
オランウータンが快適に暮らせる飼育施設の設計

○建築デザイン監修：齊藤雅也（デザイン学部）・
　本田直也（円山動物園・大学院デザイン研究科生）ほか

○サインデザイン監修：福田大年（デザイン学部） ○建築デザイン監修：齊藤雅也（デザイン学部）・
　本田直也（円山動物園・大学院デザイン研究科生）ほか
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人と向きあう、未来を創る。


