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　博物館といえば、概して過去のこと、昔の古い事物に結
びつけて受け止められがちで、それは今でも完全に払拭さ
れているわけではない。確かに博物館は過去の事物を取り
扱う。しかし同時に現在のこと、未来のことも射程内に入っ
ているのが現代博物館であり、単なる過去の復元ではない。
21世紀から 22世紀へと未来に生きる人たちに思いをはせ、
誤りのない世界像を形成するための細心かつ正確な情報提
供が博物館の重要な役割であることはいうまでもない。
　ここでマネジメントについて考えてみる。わが国の博物
館において、「マネジメントあるいは経営という視点が必要
不可欠な概念」として本格的に意識され出したのは、精々
20年ぐらい前のことであろう。その頃、博物館に「マーケ
ティングの導入が必要」といえば、「博物館という文化施設
は収益を上げることが目的ではないから、経営はなじまな
い。」という声が、少なくとも公立の博物館職員の間では多
かった。勿論、組織という形態を持つ博物館が、全く経営
概念を持たなかったわけではない。しかし、その効率・効
果を高めたり、利用者満足のための合理的手法の開発への
取り組みが希薄だったことは否めない。　　　　　　
　そうした博物館の姿を大きく変えるきっかけになったの
は、人間の寿命の長寿化、モノ中心の工業化社会からココ
ロを重視する知識社会への変革を背景に、20世紀後半に登
場した生涯学習社会の到来である。青少年期における学校
教育中心のシステムから、生涯にわたって学ぶ生涯学習時
代を迎えたのである。多様化、高度化、個別化する市民の
新しい学習ニーズに応え得る最も適切な施設と考えられる
博物館が、研究、展示・教育に重点が置かれるあまり、効率・
効果を含む全体的な経営を軽視することは許されない。市
民需要にいかに応えるか、博物館の利用者満足をどう実現
するか、魅力ある展示・教育はもとより、研究までもマネ
ジメントを強く意識せざるを得なくなるのは必然であった。
　博物館経営学は、博物館活動そのものや機能についての
研究は含まないとの指摘がある。しかし今日、この分野は
博物館活動の機能全般にわたる研究が求められ、かなり広
範な内容、領域を含む。少なくとも、ミュージアム・マネ
ジメント学は、博物館学の一分野ではないし、経営学を踏
まえた博物館組織の効率的な運営・経営の研究だけという

狭いものに矮小化されるものでもない。
　ＪＭＭＡがこの 19年間に積み上げてきたミュージアム・
マネジメント論は、今述べたような観点から多くの成果を
挙げてきた。本研究紀要は創設年度を除いて毎年発行し、
18号を数えることになったが、その内容は博物館活動を含
むミュージアム・マネジメントに関する理論研究、実践研
究など多彩である。年々そのレベルは向上し、わが国の博
物館界を牽引する中心の学会としての地位を確なものにし
てきた大きな要因になっている。平成 27年には本学会創立
20周年の歴史的な時を迎える。その記念事業の一環とすべ
く、事典編集委員会のリードでここ数年「ミュージアム・
マネジメント事典」の編集に取りかかっている。事典ものは、
「用語解説」が主になるのが一般的であろう。しかし、この
たびの事典はこれまで本学会の年大会などに招聘した海外
の専門家の論文（要約）も掲載し、ミュージアム・マネジ
メント各領域の事例なども取り入れたひと味特色のある刊
行物を目指している。こうした実績をさらに発展させるた
め、10年後のＪＭＭＡを想像してみるのはいかがであろう
か。海外の専門家の論文等を掲載するという画期的な事典
の編集は、本学会が目指してきた博物館の国際化推進に関
する研究の成果であり、博物館文化の国際交流重視の姿勢
の表れといえる。
　国家間にはしばしば政治的、経済的、民族、宗教的な困
難な問題が起こる。そうした問題は、イデオロギーよりも
文化を切り口にして相手の国を理解することが解決を早め
る可能性があるように思う。そうした観点からも、博物館
の国際交流、海外の博物館関連学会との相互交流の取り組
みは、今後増々重要性を増すであろう。
　ＪＭＭＡはこれまでミュージアム・マネジメント学に関
す国際交流を一歩一歩進めてきたし、10年後にはこの分野
で学術研究、実践研究ともに揺るぎない地位を築いている
に違いない。

JMMA 創立 20 周年を前に

New Challenge for next decade

日本ミュージアム・マネージメント学会
会　長　大　堀　　哲

Satoshi OOHORI

巻頭言
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　Museums of Siberia have rich traditions and unique work 

experience, which allowed the Museums not only to preserve 

and increase national riches but to make them accessible for 

millions of visitors. During difficult years of economic crisis and 

disintegration of USSR the usage of innovations allowed to attract 

visitors, acquire additional funds, strictly speaking - to survive in 

poor financial conditions.

　Nowadays, when the museums once again face serious 

challenges – integration into the sphere of tourism, it
,
s vital for the 

museums to find the most suitable ways of work with the visitors, 

to study the requirements of the tourists, to create essential 

conditions for the exchange of information, including the data 

about entertainment. Dialogue with a visitor, his involvement into 

the expositional space, deeper understanding of the topic of an 

exhibition through the usage of various forms of communication 

will stimulate successful integration of museums into the sphere 

of tourism.

　Before characterizing the communication as a component of 

a museum system, we should recollect its basic components: 

exposition and various forms of oral communications (excursions, 

lectures and other specific forms of work with visitors), 

exhibitions, publishing and advertising activity. Certainly, 

each museum contributes its individual features to the general 

scheme of educational work, and these features are characterized 

by the riches of various collections, abilities of material base, 

qualification of the staff, socio-cultural and professional traditions. 

During different periods in history of the museums, their 

communicative function evolved and acquired certain picularities. 

　Consequences of Great Patriotic War were destructive for many 

Siberian museums. Only 20 local lore and 8 memorial museums 

out of 47 museums of Siberia were able to open their exposition 

halls for survey of visitors by the end of the war1) . Exposition 

halls of many museums needed restoration, or full-scale 

reconstruction, as they were used as military hospitals, warehouses 

and headquarters during the war.

　Out of four museums of Tomsk region only the Kolpashevskiy 

museum had complete exposition. Having lost a significant part of 

its display areas during the war, the Omsk regional museum of 

local lore could occupy 580 sq.m with an exposition by the end of 

the war2) . As for the regional museum of Oirotsk, in the year 

1945 it was visited by one hundred people.

　After the war the Chita regional and the Nerchinsk regional 

museums of local lore constructed the basic exposition work on 

creation of exhibitions.

　That was the general panorama of a post-war condition of the 

exposition of Siberian museums.

　Professionalism and competence of the personnel played a 

significant role in successful during post-war years, museum staffs 

were considerably reduced. The educational level and qualification 

of scientific workers remained the lowest, only insignificant 

part of scientific employees had higher education. Therefore 

post-war five-year period in development of forms of museum 

communication was not that different from innovative searches 

and offers and was characterized by restoration of expositions, 

elaboration of excursions and lectures, improvement of forms of 

attraction of visitors to museums.

　Ways of communication with the visitors were not very 

variable in the 50s, work of the staff, concerning expositions and 

exhibitions, was rigidly controlled. The choice of themes and 

structures, as well as major texts and chronological frames of 

historical periods were formed according to the ideological aims. 

Special seminars of museum staffs were organized, to verify the 

COMMUNICATION AS THE BASIS FOR SIBERIAN MUSEUMS MODERNIZATION 
AND STABLE DEVELOPMENT

Truevtseva Olga*1

Abstract
　The article offers a retrospective analysis of Siberian museums communication activities progress. The supportive papers were 
borrowed from Central and regional archives. The main forms of awakening visitors’ interest while attending museums are described 
with special attention focused on innovative strategies and techniques of attracting the attendees to the exhibited collections this hereby 
raising general attendance.

*1　Altai State Pedagogical Academy,Russian Federation
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kinds of transport were an important form of the museums
,
visitor 

work in rural areas. Thus, for example, railway trains, motor ships, 

planes and helicopters took the exhibitions of the Tomsk Museum 

of local lore to all parts of the region. The year of 1972 alone saw 

73 trips. Servicing the new building developments in Krasnoyarsk 

Region, the memorial Reserve-Museum Shushenskoye used the 

agitation trains of the Komsomol Central Committee8) . For the 

people living in far-away districts of the Tyumen Region the 

Tyumen Regional museum of local lore leased a plane9) . The 

Chita Region museum of local lore
,
s travelling exhibitions were 

held in the Club-Carriage 

　The 80s saw a significant increase of the local lore exhibitions 

which gradually moved to the leading position in the activity 

of most Siberian museums. It should be noted that organizing 

an exhibition was the quickest and most effective way to attract 

visitors to the museum and get some profit.

  “Perestroika” undertaken in the mod-80s under M.S. Gorbachev
,
s 

guidance led to the totalitarian regime elimination and the society 

democratization. Under the new political conditions the museums 

started to gradually assimilate and develop new topics for 

expositions and exhibitions. There appeared exhibitions expanding 

the knowledge of pre-revolutionary history, those devoted to 

Decembrists, the victims of the political repressions.  The estates 

of the famous Decembrists S. Volkonsky and S. Trubetskoy were 

restored in Irkutsk. The museum
,
s permanent exhibition told about 

the Decembrists
,
 life in penal servitude and their settlement in 

East Siberia.

　Gradually museums started mastering the religious topics. 

They started holding mass events such as Christmas matinees, 

Christmas festivities, Pancake weeks where real folk costumes 

were used, cultural traditions of cooking, rites, best examples of 

folk art were revived.

　In Perestroika years many Siberian museums started studying 

and using the experience of foreign museums more and more 

often in their activity. The “new museology” ideas were most 

clearly demonstrated in the work of History and Ethnography 

Reserve-Museum Shushenskoye (the former “Lenin
,
s Siberian 

exile” Memorial Museum), Architecture and Ethnography 

Museums “Angara Village” and “Tal
,
tsy” in the Irkutsk Region, 

Eco-Museums of the Kemerovo Region, V. Shukshin
,
s memorial 

reserve-museum in the village of Srostki of the Altai Region, the 

Transbaikalia peoples
,
Ethnography Museum. 

　The unique visitor work conducted in History, Culture, and 

Nature reserve-museum “Tomsk Pisanitsa” received wide acclaim 

of Russia
,
s leading museologists who awarded the Museum 

victory in the prestigious “Museum of the Year” competition in 

1998 (one of the main conditions of the competition was forming 

and developing prospective forms of visitor work).

  

communicative activity of the museums.

　The process of democratization of the society, reduction of 

censorship and control, typical of the second half of the 1950s,  

entailed intensification of publishing activity of the Siberian 

museums. Many of them revive the study of local lore editions: 

“Local lore notes”,“Annuals”, "Works"3) . Multiple exhibitions of 

publishing on which experts and amateurs of local lore studying 

exchanged the issued literature and information were arranged 4) .

　Scientific articles of employees of the Siberian museums appear 

on pages of central magazines "Ogonjok”, the “ Soviet woman”, 
“Around the world”, during the 60s and 70s 5) .  

　Then new forms of work with visitors appeared, such as the 

organization of corporate parties, meetings of brothers-in-arms. 

The organization of meetings of three generations: participants of 

Great Patriotic War, military men and prospective conscripts - 

became an interesting form of museums work 6) . TV played a very 

important role in the establishment of dialogue between museums 

and their visitors in those years. Connections of museums and 

schools were restored. Schoolchildren became participants of 

circles on various directions of history and study of local lore: 

“Young student of local history”, ‘Corner of nature”, “Circle of 

young naturalists”, “Friends of museums”7) .

　The museum communication activity underwent significant 

changes in the 60s. Educational work was recognized as number 

one priority. Everybody – including not only those who worked in 

specially founded departments of mass scientific-educational work 

but also researchers and employees from all other departments – 

was engaged in this work.

　People
,
s welfare improvement, more free time, tourism 

development, the ideological directives of the Communist Party’
s new Programme approved by the XXII Convention facilitated 

the increase of the quantitative rates of the museum-visitor work 

as well as diversifying forms and methods.

　The 1970-80s which were especially abundant in all kinds of 

anniversaries brought about complex cultural and educational 

work forms such as Generation Relay, Rural Worker
,
s Days, 

etc. These events stood apart from the rest as, besides a typical 

museum excursion or a lecture on the war and labour heroes
,
great 

deeds, they also included awards ceremonies where the winners 

of the Labour Watch held in honour of a revolutionary celebration 

were celebrated, taking pictures in front of the museum
,
s treasures, 

maybe admitting the most deserving and worthy candidates to 

the Pioneer or Komsomol organizations.The complexity of these 

activities was comprised of combining different forms of activity: 

excursions, lectures, discussions, meetings, award ceremonies, 

presenting Komsomol cards, passports, accepting to the Pioneer 

organization, etc. All these were supported by the treasured objects 

exposition demonstration.

　Travelling exhibitions which used not only buses but other 
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　The new millennium globalization introduced its adjustments in 

the museum communication. The scale of some museum activities 

and events is truly mind-boggling. Siberian museums got involved 

in the triumphal event of the “Night in the Museum”. In 2011 

the event was accompanied by the All-Siberian video-conference 

among Siberia
,
s biggest museums.

　Wide-scale museum fora of Siberia
,
s leading museums 

visited by specialists from Russia and abroad also attract a lot of 

attention. International museum communication unites specialists 

from different countries. The November 2009 International Forum 

of Museum Education of the Siberian Museology Committee  

(ICOFOM-SIB) devoted to the topic of “Museums in the 21st 

century society” was held in Taiwan thanks to the financial and 

organizational aid of the PRC Museum association and Taiwan 

National University of Arts.

　The fast development of the tourist industry in Siberia 

demonstrates to the museums the necessity of taking their niche 

in the system of recreational facilities. This means that the main 

forms of visitor work need re-evaluating. The success of this 

process will greatly depend on the level of training of the staff, 

their skills and abilities of working with new visitors.

　Making the general assessment of the communicative activity of 

the Siberian museums in their more than half a century
,
s activity it 

can be rightly stated that it was attentive visitor work that helped 

museums preserve, re-establish and strengthen their institutional 

status under any political, economic and social conditions.

REFERENCES
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　Some prospective ideas of modern museology were realized in 

the town of Noyabrsk of the Yamalo-Nenets autonomous District 

(Tyumen Region). The first Children
,
s Museum in Russia was 

founded here. In a short time it became the most visited museum 

in the Region. The methods of visitor work were mostly borrowed 

from the European and US museums
,
 experience of working with 

children.

　Developing professional cooperation in the “Open Museum” 
international association framework was a significant phenomenon 

in the museum life in Siberia in the second half of the 90s. The 

foundation of this non-governmental organization was initiated 

by the Krasnoyarsk museum centre “On the Strelka” (the 

former Lenin
,
s Central Museum branch). “Krasnoyarsk museum 

biannual festival” which was the biannual museum exhibition 

competition was the starting point for the Association. Not only 

Siberian museums but also those from Japan, Germany, France, 

Czechoslovakia, Sweden were among the participants of the 

museum vernisages. The Biannual Festival significantly expanded 

the range of the museum and inter-museum communication 

supplementing the exhibition with museum edition, film, festival, 

and folk song competitions.

　Computerization facilitated the development of the museum 

communication activity forms at the end of the 20th century.  The 

Internet showed new opportunities in museum advertisement and 

communication. The museum sites, virtual exhibitions attracted 

new visitors to the Siberian museums.

　The method of animation and interactivity newly accepted 

by the Siberian museums facilitated the establishment of the 

museum-visitor dialogue. The employees of all the Siberian 

museums quickly got acquainted with it. A vivid example of using 

this method is the work of the archaeologists of the Altai State 

University on creating the archaeological park “The Turquoise 

Katun” in the Altai Region.

　In 2002 - 2007 12 archaeological monuments were found on 

the “Turquoise Katun” territory. All the examined historical and 

cultural monuments were musefied. The excursions included 

visiting Tavda grotto, mounds and memorial fences at the foot of 

the Great Tavda cave. A shooting range for visitors was organized 

so that visitors could practice archery. The armor of the Altai 

peoples of the III-XV centuries was restored. Visitors could see 

installations and reconstructions of women
,
s national costumes of 

the Southern Altai group.

　Dialogue and interactive excursions, discussions, “round 

tables”, tests and creative tasks that involved the visitors’ 
active participation in the educational and cognitive process are 

getting more and more in demand. Modern technologies make it 

possible to create a certain museum space and through using new 

forms of museum communication seek the visitors
,
interactive 

communication with natural and historic environment.
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　シベリアの博物館は豊富な伝統と特有な実務経験を有し
ている。博物館は全国の財宝を保護し増加させることだけ
でなく、何百万人もの来館者のためにアクセスを可能にし
た。ソビエト社会主義共和国が崩壊し、経済危機の困難な
状況下において、新しい制度の導入によって来館者を魅了
し、補足分の財源を確保した。より厳密に言えば、不十分
な財政状況から切り抜けて生き残ったのである。
　今日では、シベリアの博物館が再び深刻な諸課題に直面
している。観光事業の領域に統合される、という問題である。
観光客の求めるものを研究し、娯楽用のデータを含む情報
交流の本質的条件を創り出すというように、来館者と最も
適切な協働手法を見つけ出すことは博物館にとって極めて
重要な生命線なのである。
　来館者と対話すること、解説空間の中へ来館者を関与さ
せること、様々な形態のコミュニケーション手法を使用す
ることによって展示テーマをより深く理解することは、観
光事業の領域の中へ博物館を成功へと導くように刺激する
だろう。
　コミュニケーションを博物館システムのひとつの構成要
素と見なす前に、私たちはその基本的な構成要素を思いお
こすべきである。たとえば、展覧会にまつわる様々な形態
の口述コミュニケーション（小旅行、講義、その他来館者
と協働する特定の形式）、展示、出版、広告活動などである。
確かに、個々の博物館は教育事業を一般的な事業計画の中
で展開しているし、また貢献もしているだろう。こうした
特徴は、様々な収集品、資料を基礎とした力量、博物館職
員の資格、社会文化的および専門的伝統などによって特徴
づけられる。博物館が発展するそれぞれの時期の中で、情
報伝達機能は独自性を進化させ、また獲得してきたのであ
る。
　大祖国戦争の結果、多くのシベリアの博物館は破壊され
た。シベリアに在る 47の博物館のうち、戦争終結までに1）

わずか 20の伝承館と 8つの記念館だけが来館者調査のため
に展示室を開くことができたが、多くの博物館の展示室は
修復または全面的な改築が必要であった。というのも、博

物館は戦争の間、陸軍病院、倉庫、あるいは作戦本部とし
て使用されていたからである。
　トムスク地域の 4つの博物館の中で、コルパシェヴスキィ
博物館だけは完全な展覧会が開かれていた。戦時中には展
示室の有効部分を失いながらも、オムスク地域伝承博物館
は、戦争の終結2）までに 580平方メートルの展示室を回復す
ることができた。オイロック地域博物館では 1945年の間に
100人が訪れていた。
　戦後、チタ地域伝承博物館とネルチンスク地域伝承博物
館は、基礎的な展示を構築した。それはシベリア博物館に
おける戦後の条件を示す一般的なパノラマであった。
　専門家気質と職員の能力は、戦後、重要な役割を果たした。
博物館職員の数は相当に縮小されたからである。学芸職の
教育レベルおよび資格は最低水準のままであった。ほんの
一部の科学者だけが高等教育を受けていた。したがって、
博物館コミュニケーションの形態が発展していく戦後の 5

年間は、革新的な研究も新しい提案もなく、反対に、展示
室を回復させ、小旅行や講義を綿密化し、博物館を訪れる
来館者に対し魅力を向上させることがその特徴であった。
　来館者とのコミュニケーションの方法は、1950年代はそ
れほど種類があったわけでなく、展覧会および展示業務に
関しては、博物館職員によって厳格にコントロールされて
いた。展示テーマと展示構成を決めるのは、中心的な文章
および歴史上の期間の年代構成と同様、イデオロギーの目
的によって構成された。博物館職員による特別講義は博物
館のコミュニケーション活動を確認するために組織された
のである。
　特に 1950年代の後半は、社会の民主化プロセス、検閲と
統制の縮小が進んだ結果、シベリアの博物館の出版活動は
増大した。それらの多くは「伝承ノート」、「年鑑」、「報告書」3）

など地域の伝承に関する研究が復活した。地域伝承を研究
する専門家も素人も論文や情報を交換し、多くの展示が整
えられた4）。1960年代と 70年代になると、シベリア博物館
職員の学術論文は「ソ連の女性」「世界の周辺」として『オ
ゴンジョク』（Ogonjok）誌に掲載された5）。

シベリアにおける博物館の近代化
および安定的発展の根拠となるコミュニケーション

トゥルヴツェバ・オルガ *1

Truevtseva OLGA

和文要旨
　本稿は、シベリア博物館におけるコミュニケーション活動を振り返り分析するものである。この小論を書くにあたって
は中央公文書館および地方の記録保管所から資料の提供を受けた。博物館訪問中の来館者の興味を引き起こす中心的な形
態について特に注意を払ったが、本稿では一般論としても通用できるように革新的戦略および来館者の興味を惹きつける
技術に焦点化した。

*1　アルタイ州教育アカデミー（ロシア連邦） Altai State Pedagogical Academy,Russian Federation
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すべきである。
　ゴルバチョフの指導下で 80年代半ばに行われた「ペレ
ストロイカ」は全体主義体制の排除と社会の民主化につな
がった。新しい政治状況下では、博物館は徐々に同化し、
展覧会や展示会のための新しいトピックの開発に着手した。
その結果、前革命的な歴史、十二月党員、政治的な抑制の
犠牲者に専念した知識を拡張する展示が現われた。有名な
十二月党員 S.ボルコンスキーおよび S.トルベツコイの土地
はイルクーツクで復興された。博物館の常設展示では、東
シベリアにおける十二月党員の懲役中の生活や居留地に関
して伝えていた。
　博物館は少しずつ宗教に関する題目を扱い始めた。クリ
スマスの昼興行、クリスマス祭典のような催事を開催し始
めたのである。本物の民族衣装を使用したパンケーキ週間、
料理、儀式の文化的伝統は復活し、民俗芸術の最もよい例
であった。ペレストロイカの年では、多くのシベリアの博
物館は研究を始め、外国の博物館の経験を自分たちの博物
館活動へとしばしば使い始めた。「新しい博物館学」の考え
は、以下の博物館で最も明白に実証された。すなわち、シュ
シェンスコイ歴史民族誌学保存博物館（旧「レーニンのシ
ベリア追放」記念博物館）、イルクーツク地域の「アンガラ村」
および「タルツィー」建造物・民族誌学博物館、ケメロボ
地域のエコミュージアム、アルタイ山脈地域のスロスツキィ
村落にある V.シュクシーンの記念保存博物館、トランスバ
イカリア民族の民族誌学博物館などである。
　歴史・文化および自然保護区博物館「トムスク・ピサニ
ツァ」で行なわれた素晴らしい来館者サービスは、ロシア
の主要な博物館学者の広い称賛を浴び、1998年には有名な
「その年の博物館」賞を受賞した（主な競争条件のひとつは、
来館者サービスの将来の姿を形成し開発することである）。

　現代博物館学の幾つかの前向きなアイデアがヤマロ・ネ
ネツ自治区（チュメニ地域）のノヤブルスクの町で実現さ
れた。ロシアで一番最初にできた「子ども博物館」はこの
町で設立されたのである。短時間の間に、子ども博物館は
この地域で最も人気のある博物館になった。来館者サービ
スの方法の多くは、欧州と米国の博物館の経験から借用し
た子ども向けのサービスであった。
　「野外博物館」国際協会の枠組みの中で専門的協力を発展
させていくことは、1990年代後半のシベリア博物館の重要
な現象であった。この非政府機関の基礎は「ストレルカの
上の」（旧レーニンの中央博物館分館）クラスノヤルスク博
物館センターによって始められた。半年ごとに行われる博
物館展示の競技会であった「クラスノヤルスク博物館祭り」
は「協会」の出発点だった。シベリアの博物館だけでなく、
祭りの初日に行われるオープニング・パーティーでは、日
本、ドイツ、フランス、チェコスロバキア、スウェーデン
からの参加者もあった。半年ごとの祭りは、著しく博物館
の重要性を増し、映画祭、フェスティバル、フォークソング・

　その後、企業、戦友の会の構成のような、来館者との仕
事の新しい形式が現われた。三代の会の構成－すなわち大
祖国戦争の関係者、軍人、および将来の徴集兵は－博物館
業務にとって興味深い業務の形式になった6）。当時、テレビ
は博物館と来館者の間の対話の構築に非常に重要な役割を
果たした。また博物館と学校の連結が回復された。生徒た
ちは歴史と地域伝承に関する様々な研究会の参加者になっ
た。「郷土史の若い学生」、「自然のコーナー」「若い博物学
者の会」、「博物館友の会」7）などである。
　博物館コミュニケーション活動は 1960年代になると著し
い変化を遂げた。教育事業は第 1の優先順位と認められた
し、誰もが－特別に設立された大衆科学教育部で働く人々
だけでなく、研究者や他のすべての部署の職員にとっても
－この博物館コミュニケーションの業務に関与することに
なったのである。
　人々の福祉の改良、より多くの自由時間、観光開発、
XXII協定によって承認された共産党の新事業計画のイデオ
ロギーの指令は、多様化する形式・方法と同様、博物館－
来館者サービスの量的割合の増加を促進した。
　記念日の種類が豊富であった 1970年、80年代には「世
代間リレー」、「農村労働者の日」などの複雑な文化、教育、
業務形態をもたらした。
　典型的な博物館の遠足や戦争と労働英雄偉業に関する講
義のほかに、革新的な祭典を記念して開催される労働監視
の受賞者を迎えた授賞式もあった。これらのイベントは、
パイオニアやコムソモール組織（訳注：マルクス・レーニ
ン主義党、主に共産党の青年組織、いわゆる青年団の一種）
におそらく最もふさわしい立派な候補者を認めるために博
物館の宝物の前で写真を撮影したのである。これらの活動
の複雑さは、活動の様々な形態を組み合わせることによっ
て構成されていた。遠足、講義、討論、会議、授賞式、コ
ムソモール・カード、パスポート、パイオニア組織に受け
入れられることを示すこれら全てのものは、秘蔵の資料群
の展覧会によってサポートされていた。
　バスだけでなく他の輸送手段も使用した移動展示は、博
物館の田園地帯における来館者サービスの重要な形式で
あった。したがって、たとえば、汽車、モーター船、飛行機、
ヘリコプターは、地域のありとあらゆるところに行き、ト
ムスク伝承博物館の展覧会を開催した。1972年の一年だけ
を見ても 73の移動展を実施していたのである。クラスノヤ
ルスク地方にある新しい建物の開発にサービスを提供し、
シュシェンスコイ記念保存博物館ではコムソモール中央委
員会8）の扇動車を使用した。チュメニ地方の遠くに住む住民
のためにはチュメニ地域伝承博物館は飛行機 9）を借りたり、
チタ地域博物館の巡回展は馬車倶楽部で開催された。
80年代は、シベリアの博物館の活動中の指導的地位に徐々
に移った伝承館展示の著しい増加を見た。展示会を組織す
ることは、博物館への訪問者を誘致し、何ほどかの利益を
得るために最も迅速かつ効果的な方法であったことに注目
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主たる形態を再評価する必要があることを意味している。
　このプロセスの成功は、新しい来館者と仕事をするスタッ
フ、彼らの技術、能力、トレーニングのレベルに大いに依
存しているのである。
　半世紀を超えるこれまでの活動の中で、シベリアの博物
館コミュニケーション活動の一般的な評価をしてみると、
博物館コミュニケーション活動は注意深い来館者サービス
だった、と正しく評価されるかもしれない。博物館は、任
意の政治的・経済的・社会的情勢の下で制度上の法的地位
を維持し、再建し、強固になるのである。

（訳：水嶋英治）

コンクールを伴った展覧会を補足した。こうして博物館と
博物館の間のコミュニケーションの範囲を拡張していった
のである。
　20世紀の終わりになると、コンピューター化は博物館コ
ミュニケーションの活動形式の開発を促進した。インター
ネットは博物館広告およびコミュニケーションの世界で新
たな機会を示した。博物館サイト、仮想展示はシベリアの
博物館へ新しい来館者を引きつけている。
　新たにシベリアの博物館に受け入れられた娯楽性と相互
対話性（インタラクティビティ）の方法は、博物館と来館
者を対話させることを容易にした。シベリア博物館の全職
員は、この相互対話性に速く精通した。こうした方法を使
用する鮮明な例は、アルタイ地域にある考古学公園「トル
コワーズ・カトゥニ」を設立するアルタイ州立大学の考古
学者たちの研究である。
　2002年から 2007年の間に、「トルコワーズ・カトゥニ」
の領域内に 12基の考古学記念碑が建立された。考証された
歴史的・文化的記念碑はすべて博物館化され、小旅行する
場合は大タブダ洞穴の足元にあるタブダ洞窟、塚および記
念フェンスを訪れることになる。来訪者がアーチェリーを
練習することができるように射撃練習場が組織された。3

世紀から 15世紀にかけてアルタイ山脈民族が使用した甲冑
も復元されている。来館者は、南アルタイ山脈の女性用民
族衣装の展示と復元の様子を見ることができる。
来館者教育および認知過程への活発な参加を促す対話、対
話型の小旅行、討論、円卓会議、調べもの、創造的な作業
などは、ますます要求されるようになってきた。
　現代技術はある博物館のスペースを作ることを可能にし、
博物館コミュニケーションの新しい形態の利用によって、
来館者の自然環境・歴史環境との対話型コミュニケーショ
ンを求める。
　新世紀のグローバル化は、博物館コミュニケーションの
世界の中で調整を必要とするだろう。博物館活動や催事の
規模は、幾つかの博物館には気が遠くなるようだ。シベリ
アの博物館は「博物館の夜」の成功によって祝勝の催事に
関係した。2011年には、この催事はシベリアの大規模博物
館を結ぶテレビ会議を行っている。
　ロシアおよび外国の専門家によって訪問されたシベリア
の主要博物館の広範囲の博物館フォーラムは、さらに多く
の注意を引きつける。国際的な博物館コミュニケーション
は、異なる国々の専門家を結合することに役立つ。
　2009年 11月、台湾で開催された博物館教育国際フォー
ラム「21世紀社会の博物館」は、シベリア博物館学委員会
（ICOFOM-SIB）によって組織化され、中華人民共和国博物
館協会および国立台湾芸術大学の財政的・組織的な援助に
よって実施された。
　シベリアの観光産業の急速な発展は、博物館に対しレク
リエーション施設のシステムの中で最適の地位（ニッチ）
を取る必要性を示している。すなわち、来館者サービスの

The Krasnoyarsk museum centre“On the Strelka”（the former Lenin
,
s Central Museum branch）

The Krasnoyarsk Regional Museum of local lore

Museum of Nature and Manof Khanty-Mansiysk antional Okrug
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4）SARF. F.10010.Reg.1.D.688.P.11.

5）前掲書
6）SARF. F.A-534.Reg.1.D.250.P.3-7.

7） 伝承館のイルクーツク地方博物館 : 基礎の日付からの
175周年記念に //伝承館のイルクーツク地方博物館の研

Tomsk regional Museum
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1．はじめに

　東日本大震災後、明らかに社会的状況は変わってきた。
一つには個人の公的機関や科学技術に対する態度が変化し
ていると思われる。一般の人々が線量計を持って近所の公
園や通学路にて放射線量を測定している様子が象徴してい
るように、公的機関の発表や科学技術に対する不信が強く
なっているようである。またエネルギー需要に関連する課
題は、公的な機関だけでは解決することは困難で、市民一
人一人の参画とそれぞれの意見に基づいた合意形成が必要
である。それは、一人一人が課題に対して自立的に判断し、
対話を通じて合意形成し、協働して解決していく市民参画
型社会の実現への過程でもある。このような中にあって美
術館、歴史博物館、科学博物館、動物園等のミュージアム
がどのように振る舞い、社会的役割を果たしていけばいい

のであろうか。
　ミュージアムは、以前にもまして社会の様々な活動主体
と連携・協働し、地域の文化を創造し、社会の中で存在意
義を高めて行くことが重要になってきている。日本ミュー
ジアム・マネージメント学会は平成 24年度の全国大会にお
いて「社会のためのミュージアム～心に残る新たな表現」を、
平成 25年度においては「社会のためのミュージアム～つな
がる仕組み」を、それぞれ年間テーマとして取り上げ、社
会におけるミュージアム（以下、博物館と表記）の在り方
について研究をすることとしている。
　社会における博物館への期待や役割が変化していく状況
で、博物館運営の基本原理である博物館学の在り方につい
ても検討を加える必要があると考えられる。従来の博物館
学は、博物館を研究対象とした学問領域で、より良い博物
館の在り方を探ってきた。本稿では社会の中の博物館とい

社会のためのミュージアムを目指した「循環型博物館学」の提案
～新しいミュージアムマネージメントの構築に向けて～

A Proposal of “Circulating Museology”; A Framework For Designing Museums 
For Society: A New Approach in the Concept of Museum Management

小　川　義　和 *1

Yoshikazu OGAWA

和文要旨
　近年、社会における博物館への期待や役割が変化していく中で、ミュージアムマネージメントの基本原理である博物館
学の在り方についての検討が必要である。本稿では社会の中の博物館という立ち位置から、博物館が社会に働きかけ、よ
り良い社会に変えていく過程に博物館学の存在意義があると仮説を立てた。そして我が国において議論されてきた博物館
学の枠組みを検証し、社会に働きかける博物館を支える理論と実践の体系化を試みた。
　その結果、博物館が自然環境や社会環境に働きかけ、変化させ、その成果をもとに新たな理論が創出され、その理論に
基づき自然環境と社会環境に働きかけるという循環型の博物館学が導出された。博物館の在り方についての理論と社会へ
の働きかけとしての実践を組み合わせた「循環型博物館学」は、自然環境や社会環境の変化に対応したミュージアムマネー
ジメントの構築が可能となる枠組みである。

Abstract
　In recent years, the vision and role of museums in society has been changing.In this context, an examination on museology as a basic 
principle of museum management is needed.Based on the hypothesis that the raison d,etre of museology is the process of making a 
better society, this paper examines the discussions on museology in Japan. An attempt was made to systematize museum theory and 
practice and its approach to society.
　As a result this study developed “Circulating museology”.Circulating museology is a cyclical process, in which museums work on 
and change the natural and social environment.The outcome of this process is the creation of a new knowledge and theory about the role 
of museums. Using this new knowledge and theory, the museums continue to work on and change the natural and social environment.
Circulating museology consists of theories defining the ideal roles of museums, and their practices toward society.It is a framework that 
makes museum management respond to the changes of natural and social environment.

*1　国立科学博物館　学習企画・調整課長 Head, Education Division, National Museum of Nature and Science
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こと等を研究する学問であり、このような博物館学の理念
をしっかり把握し、科学的、論理的に究明しながら、良い
博物館、良い博物館活動を展開すること、博物館の理想的
な運営を構築していくことが、博物館学の目的ということ
になるであろう。」と指摘している８）。青木はこれらの議論
を前提に、博物館学は「博物館利用者にとって、より良い
博物館を造ることを目的とする学問である。」としている９）。
　以上を踏まえると、博物館学は、「博物館とは何か、博物
館はいかにあるべきか」という課題を論理的・実証的に追
求し、学説や理論を創造し、それを実践する学問である。
また博物館学は、科学であり、我々を取り巻く環境の変化
を観察し、様々な情報から帰納的に実証し、探究していく
学問といえよう。したがって博物館学の目的は二つある。
一つは、「博物館とは何か」を科学的に探究することである。
もう一つは、「博物館はいかにあるべきか」を探究すること
である。すなわち、博物館学は、良い博物館、より良い博
物館活動、博物館の正しい発達を目指している。後者の目
的である「博物館の在り方」を検討することは、社会にお
ける博物館への期待や役割が変化していく中で、その基本
原理である博物館学の在り方に示唆を与えることになる。
　それでは何が良い博物館なのであろうか。より良い博物
館活動とはどのような状態を言うのであろうか。博物館の
正しい発達とは、どのように正しさが科学的に検証される
のか。これらに問いに答えるヒントは、加藤や大国の指摘
の「『博物館』を科学的に追求することによって、社会が求
める博物館像や人類にとってより望ましいと考えられる博
物館像をつくり出すことである。」ことにある。倉田、大堀、
青木らが主張する博物館のより良い発達は、実際に博物館
活動を展開して社会に働きかけた結果からのみ検証できる。
より良い博物館活動の精査には、社会に対しどのような成
果を生じさせ、影響を与えたかが重要である。社会の中の
博物館活動を見極め、実践結果の検証こそが博物館活動の
妥当性を確認できる手段である。そこで現代社会における
博物館という視点から博物館学を再考する必要がある。そ
の際現代社会における科学の在り方を探究した事例を参考
に検討を加える。

3．社会のための、社会に働きかける博物館学

　吉川は、現代社会における科学の在り方として、図 1を
提案している10）。これは、科学知識の情報循環と進化を示
した図である。人間は使用対象である自然環境や社会環境
に働きかけ（使用行為）、環境を意識的に変化させてきた。
その結果、対象変化が生じ、その成果をもとに新たな科学
的知識を創出し、その知識を環境に働きかけるための使用
方法を考案し、その知識と使用方法で自然環境と社会環境
に働きかけるループを通じて、進化してきた。具体的には、
知識の創出者が科学者であり、環境の変化を観察し、原理
を探究していく営為を科学と言うことができる。吉川はこ

う立ち位置から、博物館が社会に働きかけ、より良い社会
に変えていく過程に博物館学の存在意義があると仮説を立
てる。そして主に我が国において議論されてきた博物館学
の枠組みを概観し、社会に働きかける博物館を支える理論
と実践の体系化を試みる。さらに、ミュージアムマネージ
メント理論を再構築するために、博物館の在り方について
の理論と社会への働きかけとしての実践を組み合わせた新
しい博物館学の枠組みを提案する。

2．博物館学に関する議論と社会における博物館

　博物館学とは何であろうか。鷹野は、博物館学が学問で
ある限り、「明確な研究対象があり、研究方法が確立されて
おり、学問として目指すところも明確であること、の条件
が満たされていることが必要である」と指摘している１）。
博物館学は博物館を対象にした学問であると言うことには
疑問を挟む余地はないであろう。研究方法については、経
営理論や教育理論など、他の学問領域の手法を取り入れつ
つある。それでは博物館学は何のために、どのような目的
を持ち研究や問いを立て理論を探究しているのであろうか。
青木は著の中で、1911年の黒板勝美による「西遊弐年　欧
米文明記」を我が国において博物館学の用語使用の初出と
し、棚橋源太郎、鶴田総一郎、倉田公裕、新井重三、加藤
有次、大国義一、大堀哲各氏の博物館学に関する論考を紹
介している２）。例えば、鶴田は「博物館学とは、一言に尽
くせば、博物館の目的とそれを達成する方法について研究
し、あわせて博物館の正しい発達に寄与することを目的と
する科学である。」と定義している３）。倉田は「『博物館と
は何か』を科学的に追求する学問であるといえよう。即ち、
博物館学（Museology）は、語義からいって博物館（Museum）
の論理学（Logic）ということで、博物館の科学的理論づけ
である。（中略）博物館学の究極の目的は、よい博物館（Good 

Museum）の、或いは博物館活動の確立にあることは言うま
でもない。」と述べている４）。新井は「博物館学は博物館論
理学と博物館実践学の両者より構成される科学とみること
ができる。すなわち、博物館論理学は『博物館とは何か、
博物館はいかにあるべきか』という課題を追求する学問分
野であり、一方、博物館実践学は、博物館論理学から結論
づけられた学説にたって、その具体化を実践するために必
要な方法や技術論について研究し記録する記載科学的分野
である。」としている５）。加藤は、「博物館学の目的は、（中略）
『博物館』をより科学的に、そして人類社会の求める博物館
像を確立することにある。要するに現代博物館の目的をよ
り科学的に達成するための博物館学が厳存するといえる。」
と述べている６）。大国も同様に「『博物館』を科学的に追求
することによって、社会が求める博物館像や人類にとって
より望ましいと考えられる博物館像をつくり出すことであ
る。」と主張している７）。大堀は、「博物館の本質はどのよ
うなものであり、博物館活動の独自の方法は何かといった
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物館の社会的役割を発揮するために実際に社会に働きかけ
る機能・人材の代表として表現している。これには学芸員
に相当する職種も含まれ、博物館におけるボランティアや
事務職員も含まれる場合もある。一方、学芸員は、社会の
変化をとらえ、博物館の在り方を探究することもある。こ
の場合は社会において博物館学研究者として振る舞い、自
然や地域社会の変化をとらえ、地域における博物館の在り
方について知識を創出する役割を果たす。さらに探究の成
果である知見を施策や設置者に働きかけることになる。

　博物館学はこのループが正常に回っていることで発展し
ていくものである。もし博物館学が博物館だけを対象にし
た場合、ループが回らないことになる（図 3）。これは、働
きかけた対象である自然や地域社会からフィードバックの
認識が少なく、博物館の活動のみに注視し、社会の中の博
物館という視点からの博物館活動の科学的探究には至って
いないためである。さらに博物館学研究の成果である理論
を社会に実装するための政策決定者や設置者に反映されな
ければ、博物館活動全般が改善されず、博物館学の理論の

の科学者を観察型科学者と提議している。一方、科学者の
発見した原理や法則を社会に適用させるための知識を考案
する構成型科学者という名称を提議している。構成型科学
者にはいわゆる応用科学的な技術者が相当すると考えられ
る。さらに知識を実際に使用し、対象に働きかけるのが知
識の使用者であり、社会における産業、公共、行政、文化、
教育等の社会的機能が相当する。これらのループが正常に
回り、使用対象である自然や社会がよりよく変化していく
ことが社会における科学であり、社会のための科学の役割
と言える。

　科学的営為の一つである博物館学について、このスキー
ムを当てはめてみると、社会における博物館学の位置づけ
が明確になる（図 2）。これから提案する博物館学の対象は
社会の中の博物館であり、博物館が働きかける対象は自然
や社会である。博物館学の観察対象は変化する自然や社会
である。したがって自然や社会に対し博物館が働きかけ、
その結果、自然や社会の状態が変化し、それを観察し、理
論を科学的に探究していくのが博物館学研究者となる。さ
らに創出された理論を博物館に適用し、より良い博物館活
動を展開していくことも博物館学の目的である。これらの
成果や知見を社会に適用させるための使用方法や技術が必
要となる。これらは、博物館に関する政策や施策、さらに
は博物館を設置する者が相当する。言い換えると、社会に
おいて博物館が意図した機能を発揮できるように、博物館
学の研究によって得られた知識を地域社会や博物館の文脈
（博物館内の経営資源、博物館を取り巻く経営環境等）に適
用するための施策やガイドラインを考える機能である。ま
た博物館学における知識の使用者は博物館や学芸員等が相
当する。前述の施策やガイドラインを受け、実際の博物館
運営を行い、学芸員は資料の収集・保管、調査研究、展示・
教育を展開し、自然環境や地域社会、地域住民への働きか
けを行う。　
　図 2中の四つの長方形は各活動主体の社会における役割
を示している。例えば博物館と学芸員は博物館にあって博

知識の
使用者

使用法 使用行為

知識の使用
使用対象

知識の使用
法考案者

知識の
創出者

知識 対象変化

図１ 科学知識の情報循環と進化 吉川（2012）

社会的機能 専門的知識に裏付け社会的機能
知識の使用者知識・使用法

専門的知識に裏付け
られた行動・働きかけ

博物館・
学
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自然環境
地域社会
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図２ 社会のための、社会に働きかける循環型博物館学
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図３ 博物館を対象とした博物館学
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館実践学は、博物館論理学から結論づけられた学説にたっ
て、その具体化を実践するために必要な方法や技術論につ
いて研究し記録する記載科学的分野である。」としている13）。
しかし、新井が主張する博物館実践学の一部は、博物館論
理学の領域に含まれると考えられる。この点について、加
藤は、博物館学は博物館論理学と博物館実践学の両者より
構成されている科学である点については同意しつつも、新
井の主張する博物館実践学は、「実践するために必要な方法
論や技術論であるならば理論であり、実践ではない、むし
ろMuseology（博物館論理学）の範疇になる。（中略）記録
する記載科学的分野であるならば、これも理論であって実
践ではない。」とし、たとえば実践とは「博物館の学芸員が、
博物館学の理論にしたがって、展示など実際に行動的実践
にとりかかること」としている14）。実践とは、「人間が行動
を通じて環境を意識的に変化させること」15）である。筆者は、
科学と技術の関係と同じように考え、博物館論理学の範囲
を、博物館学の理論とその理論を博物館に適応する方法論
と技術論を含めるものと考える。例えば博物館施行規則に
は、学芸員養成課程の科目が記述されているが、これは実
際に学芸員が博物館で勤務し、社会において博物館を機能
させるために必要な資質能力の身につけるためのものであ
る。すなわち学芸員に実践的な能力を身につけさせること
が目的である。これは、博物館学の理論を踏まえ、その理
論を社会に適用するための方法論と技術論であり、実効性
のある活動を行う上でのよりどころとなるガイドラインに
相当し、博物館論理学の範疇にある。
　博物館実践学は具体的な働きかけを行い、対象を変化さ
せる行動という実践的な行為を意味している。すなわち、
前述の博物館論理学から結論づけられた理論と、それを実
践するために必要な方法論と技術論に基づき、自然や社会
に働きかけ、社会と博物館をより良い方向に変化させる学
問的営為を博物館実践学と定義する。
　以上を踏まえ、図 4が提案できる。図 4は、図 2の博物
館学のループが正常に回り、常に科学的な検証に基づき、
学問的発達が展開されている状態にある。その状態にあっ
て、博物館学の理論を創出する営為とその理論を社会に実
装するための方法と技術を考案し、提案する営為が博物館
論理学である。そこでは博物館学の領域における知識や一
地域だけにとどまらない普遍的な理論に関する知識も創出
され、それが学術的・社会的に評価され、その評価された
知識をもとに、理論を応用し、地域に根ざした知識の使用
方法を施策やガイドラインとして提案することになる。
　そして施策や設置者によって提案されたガイドラインに
基づき、実際に博物館を運営し、博物館活動を展開し、自
然や地域社会に働きかける営為が博物館実践学である。こ
こでの自然や地域社会への働きかけは、他の機関ではでき
ない、博物館ならではの方法と機能を発揮して行う専門的
行為である。自然や地域社会に働きかけた結果を検証し、
「博物館の在り方」について学問的に追求することができる。

実効性が不全となる。政策決定者や設置者が博物館学の理
論を看過した場合も同様の結果となる。このようなアプロー
チではループが形成されず、学術的な成果を社会に適用さ
せるための使用方法とならず、社会的な発展に結びつかな
い。博物館学の目的の一つは「博物館はいかにあるべきか」
という課題を論理的・実証的に追求することである。この
ループが正常に回ることによりその目的が実効的に達成さ
れ、自然環境や社会環境の変化に対応した博物館学の構築
が可能になる。これを「循環型博物館学」と提案する。

4．「循環型博物館学」の構成

　新井は「博物館学は博物館論理学と博物館実践学の両者
より構成される科学とみることができる。すなわち、博物
館論理学は『博物館とは何か、博物館はいかにあるべきか』
という課題を追求する学問分野」としている11）。
　博物館論理学は、論理学の分野であるから、語義の観点
から言えば、博物館に関するどのような理論が正しい（妥当）
かを体系的に研究する学問である。一般的に論理学は、「ど
のような推論が正しい（妥当である）かを体系的に研究す
る学問。演繹的推論と帰納的推論を扱う部門に分かれる」
と言われている12）。図 2のように博物館の働きかける対象は、
博物館を取り巻く自然環境と社会環境である。したがって
博物館論理学では、自然環境や社会環境において博物館が
どのような役割を果たし、その結果として環境にどのよう
な影響を与えているか、を観察し、精査し、個々の事実か
ら一般的な命題や法則等を導き出すことが目的となる。こ
れは博物館に関するデータや根拠を元に、より良い博物館
活動、自然環境、社会環境を実現するための理論を実証的・
科学的に探究し、帰納的に創出することにある。
　さらに、理論が導出されたのみでは社会的機能は発揮さ
れない。すなわち理論を実際の博物館活動に適用し、自然
環境と社会環境に働きかけるためには、理論をどのように
活用するかという方法論と技術論が必要である。これは、
自然科学の分野で言うと、自然現象を理解する原理や法則
を探究する科学に対して、その知見を活用し自然環境や社
会環境に働きかけ、生活を豊かにする技術に相当する。歴
史的には必ずしも原理が解明されてから技術が発展したわ
けではなく、環境に適応するために人間は経験的に技術を
使い環境に働きかけてきたり、道具の開発が新たな科学的
な発見を可能にするなど、技術的な革新が科学的な探究を
促したりすることもある。いずれにしても科学的な探究に
よる知見だけでは現実社会に適用することは難しく、科学
的な知見を社会に活用する方法論と技術論、より具体的に
言うと、実効性のある活動を行う上でのよりどころとなる
基本方針という仲介役が必要である。ここでは理論を社会
に適用するという演繹的な思考が必要になる。
　博物館学の議論で考えると、技術は新井が指摘している
博物館実践学に類似する領域と考えられる。新井は「博物
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られる。本稿では「博物館学のキー・コンセプト」を考察
する紙幅がないが、それが日本の文脈にどのように関係づ
けられるのか、これまでの我が国の博物館学の定義との比
較検討が必要である。
　図 5左上のガイドラインは、博物館学の成果を社会に実
装する方法論と技術論からなるが、具体的には博物館法施
行規則等が想定され、これらは、表 1の下段に整理される。
我が国の学芸員養成に関しては 1953年の文部省刊行の「学
芸員講習講義要綱」が相当するであろう。近年、学芸員養
成課程等を規定する博物館法施行規則が改訂された。これ
までの学芸員養成課程に関する議論と成果について、今後
検討していく必要がある。国際的には、ICTOP（International 

Committee for the Training of Personnel国際博物館会議・職員
研 修 国 際 員 会 ） に よ る、ICOM Curricula Guidelines for 

Museum Professional Development17)は、博物館職員に必要と
される能力・技能の分析と研修についてのガイドラインが
ある。このガイドラインで規定されている学芸員の能力・
技能と我が国の学芸員養成課程の能力との比較検討が必要
であろう。また英国のレスター大学の事例18）に見られるよ
うに国内外の大学等で展開されている博物館専門職員の養
成・研修の科目構成もガイドラインという視点から比較検
討する必要がある。なお ICOMの「博物館の基本」19)は、
世界の博物館の事業に適応できる考え方をまとめた書であ
り、この領域における網羅的な知見に位置づけられるであ
ろう。

6．�おわりに～「循環型博物館学」を踏まえたミュージアム
マネージメントの取り組み

　本稿では、社会の中に博物館を位置づけ、社会のための、
社会に働きかける博物館学の在り方を考察した。この考え
方で実際のミュージアムマネージメントを概観してみれば、
いくつかの課題が明確になってくる。博物館学研究者から
行政や設置者への有用な研究成果のフィードバックがない
場合や、行政や設置者が先行事例や具体的なデータを普遍

博物館学において理論が先か、技術的な方法が先かという
議論に対し、この両者の学問領域を統合して各営為をつな
ぎ、ループを回していくことにより科学的に博物館論理学
を発展させ、社会に実装し、より良い博物館実践学を展開
していくのが、「循環型博物館学」とも言える。

5．�「循環型博物館学」から見た先行文献の位置づけと今後
の検討課題

　図 4の考え方に基づき、博物館関係で取り扱われている
事例・文献を位置づけると図 5のようになる。
　図 5右上の実際の博物館や学芸員の社会への働きかけは、
博物館活動そのものであり、様々な実践報告によって確認
できる。具体的な実践活動報告は、実践活動の成果から共
有知を抽出し、帰納的に普遍的な知識を創出していくこと
につながるものであり、重要な先行事例・文献である。
　図 5右下の根拠・データは博物館実践学によって働きか
けた結果であり、日本博物館協会の日本の博物館の現状分
析や文部科学省の社会教育調査等がある。その他に各地域
での博物館に関わる報告書や各館が発行する年報等が相当
する。各地域での博物館の成果に関するデータを整備し、
科学的・実証的にその成果を確認する必要がある。
　表 1はこれまで扱ってきた我が国の博物館学に関する論
考等における博物館学の定義と体系、並びに博物館学の理
論を博物館運営に実装するガイドラインの体系と主要項目
を一覧にしたものである。図 5左下の博物館学の概念や理
論に関する文献は、2.で検討した通り博物館学研究者によっ
て提案されており、表 1の上段に整理される。今後、社会
が求める課題と潜在的課題を把握し、これらの博物館学の
理論を再構築する必要がある。近年出版された ICOFOM

（ICOM（International Council of Museums国際博物館会議）
の国際委員会の一つである国際博物館学委員会（International 

Committee for Museology））の「博物館学のキー・コンセプト」16)

は、その前書にあるように「網羅的ではないが、博物館に
関する認識論と語源学双方における数十年の体系的な調査
で得られた知識を総合」した博物館学の帰納的成果と考え
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的な知見との比較を通じて検証・評価しない場合、有効性
のあるガイドラインを提案することはできないであろう。
そのためデータや研究成果が博物館施策に活かされないこ
とになり、より良いミュージアムマネージメントが展開で
きないであろう。博物館の学芸員と設置者とのコミュニケー
ションが不十分の場合も同様であろう。
　「循環型博物館学」はミュージアムマネージメントの基盤
的な枠組みとしてとらえることができる。大堀は、ミュー
ジアムマネージメントについて「今日のように激しく変化
する社会にあって、博物館も当然変わっていかなければな
らない。（中略）地域社会が博物館に何を求め、何を期待し
ているのか、その求めや期待に対して博物館はどのように
して応えていくのかが、問われている。ここにミュージア
ムマネージメントの考え方が必要になってくる。」また、「地
域社会の人がよりよい情報を得、さらに新たな情報を創造
することができるように、博物館に対する強い関心、利用
意欲をかき立てる、いわば博物館需要の創出に努めなけれ
ばならない。」と述べている20）。人々の求めや期待に対して
博物館が応えるためには、図 4のループが循環する中で、
博物館が社会に対しどのような働きかけをし、どのような
成果が生じたのかを科学的に分析する必要がある。また、
博物館が社会に働きかけ、その結果を受動的にとらえるだ
けでなく、社会的需要を積極的に掘り起し、博物館に対す
る潜在的課題を明らかにしていく過程も含まれる。言い換
えれば、社会における博物館のあり方を予見し、社会的需
要に応えていくとともに、社会の潜在的需要を掘り起こす
視点である。本稿で提案した循環型博物学では、社会的需
要に応え、その成果を検証し、博物館の運営を改善してい
くとともに、人々が気付いていない潜在的課題を掘り起こ
していく学問的営為を想定しており、ミュージアムマネー
ジメントの基盤的な仕組みと位置づけられる。
　さらに、将来の社会の在り方を想定して、博物館の在り
方や施策の検討をする必要もある。すなわちこのループを
反時計回りして、地域社会の在り方、博物館の有り様、そ
れを規定するガイドラインを考えていくことである。それ
は目指すべき社会や博物館の有り様に目標を定め、新たな
ミュージアムマネージメントの理論を構築していくことに
つながる。

付記
　本論文は、ミュージアム・マネージメント学会基礎部門
研究部会平成 24年度第 1回研究発表会にて発表した内容に
新たな知見を追加し、再検討し、記述したものである。
　本研究は、日本学術振興会平成 24年度外国人招へい研究
者事業「博物館と大学との連携による教育学芸員養成プロ
グラムの開発に関する研究」及び平成 25年度科学研究費補
助金基盤研究（S）「知の循環型社会における対話型博物館
生涯学習システムの構築」課題番号 24220013（研究代表者：
小川義和）の成果の一部である。
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１．はじめに

　博物館と記憶との関係は深い。博物館法における博物館
の定義とは別に、一般的な基本概念としての博物館は、「考
古学資料・美術品・歴史的遺物その他の学術的資料をひろ
く蒐集・保管し、これを組織的に陳列して公衆に展覧する
施設。また、その蒐集品などの調査・研究を行う機関」（広
辞苑第 6版，新村，2008）1）である。すなわち、博物館は、時

代を超えて価値ある事物や資料を後世に残していく、いわ
ば「記憶の装置」である。一方、人間の記憶を博物館にた
とえて表現することもできる。Fortey（2008）2）は、「人生は、
記憶という名の館長が管理するコレクション（蒐集品）で
成り立っている。人は思い出や出来事を拾い集めて保管し、
半ば忘れ去り、あるいは心の奥の棚にしまい込む。なかに
は思い出したくないこともあるが、そうして保管されたも
ののすべてが良くも悪くも自分という人間を作りあげてい

社会文化歴史系博物館における来館者の長期記憶と
懐かしさ反応に関する調査研究の意義

The Significance of Research on Visitors, Long-term Memories
with Nostalgic Responses in Socio-cultural History Museums

清　水　寛　之 *1

Hiroyuki SHIMIZU

湯　浅　万　紀　子 *2

Makiko YUASA

デイヴィッド・アンダーソン *3

David ANDERSON

和文要旨
　本研究の目的は、博物館体験が来館者自身の過去の記憶とどのように関連しているのかという問題について、その解明
に取り組む調査研究アプローチの意義と検討課題を考察することである。さらに、来館者の博物館体験が、館内での展示
によって喚起される「懐かしい」という感情を媒介して、長期記憶とどのように再び結びつき、定着するのかについても
検討する。本論文では、最初に、筆者らによって行われた、博物館や万国博覧会での来館者・来場者のインフォーマルな
体験の長期的影響力に関する研究について紹介する。次に、懐かしさに関する先行研究を簡潔に論評し、来館者の長期記
憶と懐かしさとの関係を検討する実証的研究の意義を考察する。そして、そうした研究アプローチにおける方法論上の問
題を研究計画の制約条件と関係づけ、（a） 対象となる博物館のタイプ、（b）研究調査の手法、（c）調査参加者の個人特性、（d）
調査場所、（e）追跡調査、（f）倫理的配慮、といった視点から考察する。最後に、来館者の記憶をより深く理解し、博物
館研究への貢献を果たすために、こうした研究努力から期待される成果を考察する。

Abstract
　The purpose of this critical review is to discuss the significance and challenges of research approaches exploring how visitors’ 
museum experiences are related to their distant memories. Further, we seek to deliberate on how visitors’ in-gallery museum 
experiences reconnect and consolidate with the long-term memories, mediated through the feelings of nostalgia evoked from the 
exhibits. First, we introduce the studies, which were previously performed by the authors, on the long-term impacts of informal 
experiences in museums and  world expositions. Second, we concisely review the antecedent studies on nostalgia, and discuss the 
significance of empirical research examining the relationship between visitors’ long-term memories on museum experiences and 
nostalgia. Third, we point out several important methodological issues in the research approaches, relating to constraint conditions of 
research design, in terms of (a) types of museums, (b) procedures of collecting the data, (c) participants’ personal traits, (d) places of 
data collecting, (e) follow-up research, and (f) ethical compliance. Finally, we hypothesize the possible outcomes from such research 
endeavor to more deeply understand visitors’ memories to the benefit of the museum fields.
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２．博物館体験の長期記憶に関する研究の重要性

　博物館でのさまざまな体験は、長期にわたって来館者の
記憶として残り、来館者自身に何らかの影響を及ぼす。こ
のことは、博物館と社会との関わりに取り組む来館者研究
において、以前から指摘されており、一つの重要な研究テー
マとなっている。Hooper-Greenhill & Moussouri（2002）8）は、
社会生活に果たす博物館の役割、来館動機と文化との関連
性、博物館での学習に及ぼす来館者の既有知識の影響など
の研究が 1990年代の博物館来館者研究において大いに進展
したと概観している。そして、今後の検討課題として、博
物館体験の長期的な影響に関する実証研究の必要性を主張
している。また、Falk & Dierking （2000）9）は学習文脈モデル
（contextual model of learning）を提唱し、来館者の博物館体
験が個人的文脈（来館理由や来館時の感情など）、社会文化
的文脈（来館同伴者とのやりとりや社会情勢など）、物理的
文脈（観覧の経路や展示物の配置など）といった 3 種類の
学習文脈における諸要素の相互作用によって形成されるこ
と、それらの博物館体験が来館前、来館中、来館後という
時間経過の諸段階を通じて種々の変数の影響を受けること
を理論化している。とりわけ、博物館体験が来館後に時間
経過とともに変化していくことを重視している。
　筆者らはこれまでに、万国博覧会などの野外展覧会や科
学系の博物館の来場者・来館者がその場で体験した事柄が、
その後、個人の長期記憶としてどのように保持されていく
のかに関心をもち、いくつかの調査研究を行ってきた。た
とえば、1970年に大阪で開催された万国博覧会（万博）を
訪れたことのある一般成人 48名（41～ 88歳）を対象に、
2004年に 34年前の大阪万博での体験について個別面接調
査を行い、その記憶特性を検討した。その結果、万博で体
験した出来事を事後にどの程度振り返ったのか、その体験
にともなって当時どのくらい強い感情が喚起されたか、万
博を訪れたときの目的や課題が実際にどのくらい達成され
たかといった変数によって、万博に関する長期記憶の鮮明
さが影響を受けることを明らかにした（Anderson & Shimizu, 

2007a 10） , 2007b 11））。また、2005年に愛知で開催された万国
博覧会の来場経験者（高齢者 42名と大学生 40名）に対して、
2009年に 4年前の愛知万博での体験について個別面接調査
を行ったところ、調査参加者の年齢やコミュニティ・アイ
デンティティ、万博来場時から想起時までの記憶保持時間
の長さなどが、万博体験の長期記憶の諸側面に影響を及ぼ
すことが示された（Shimizu, Anderson, & Takahashi, 2012; 

Anderson & Shimizu, 2012）12),13)。さらに、科学系の博物館で
子どもの頃にどのような体験をしたかについて、博物館職
員 198名、一般大学生 413名、一般高齢者 81名を対象に質
問紙調査を行った。その結果、博物館体験の長期記憶にお
いて記憶の鮮明さや感情性という点で調査参加者群に差が
あることが示された（清水・湯浅，2012）14）。
　このように、博覧会や博物館といった公的なイベント・

る。」（渡辺・野中訳，2011，p.9，一部改訳）と述べている。
　博物館と記憶とのかかわりをめぐる思索や議論は古くか
らあり、かつ新しい。たとえば、ギリシャ神話のなかにム
ネモシュネ（Μνηµοsύνη）という名の記憶の女神が登場する。
ムネモシュネは、天空の神ウラヌスと大地の女神ガイアの
間に生まれ、のちに大神ゼウスとの間に叙事詩、叙情詩、
悲劇、喜劇、歴史、雄弁、天文、音楽、舞踏を司る９柱の
女神ムーサイ（Μουsaι；ミューズ，Muses）をもうける。ムー
サイは博物館（museum）の語源である。そして、こうした
ムネモシュネをめぐる神話の筋立ては、記憶こそが芸術や
文化の母であるという見方を反映している（清水，2009　3）

など）。Draaisma （1995）4）の解説によれば、プラトンの『テ
アイテトス（Theaetetus）』のなかで、ソクラテスは記憶を
蝋引き書字板（wax tablet：プラトンの時代に覚え書きやス
ケッチのために使用されていた一種の筆記具）になぞらえ
て「蝋引き書字板はムネモシュネからの贈り物である」（田
中訳　5），1974，p.336，一部改訳）と述べたことが記されて
いる。
　比較的最近では国際博物館会議（International Council of 

Museums, ICOM）による 2011年度の国際博物館日（2011年
5月 18日）のテーマが「博物館と記憶」である6)。考古学や
歴史学、人類学、民俗学、民族学、自然史、美術史などに
おける各種資料を記録・保管し、一般市民にそれらを公開
するという活動や取り組みは、どのような博物館であれ、
その主要な役割であると言える。それと同時に、博物館は、
さまざまな時代や出来事について人々の集合的記憶を呼び
覚ます場として、あるいは、高齢者や認知症患者に対して
回想法などの治療的取り組みを実践する場として、人間の
記憶に深くかかわる手がかりを提供する役割を担っている
ことがある。このように、これまでも博物館と記憶との関
係はさまざまな視点から議論されてきた（Crane，2000）7）。
　本論文では、博物館を訪れる人たちにとって博物館での
体験が過去の記憶とどのように関係し、また、博物館の体
験そのものが新たな記憶として来館者の心の中にどのよう
にとどめられるのかを検討し、この問題を実証的に解明す
るための今後の研究アプローチについて考察する。その際、
来館者が博物館という場で過去のなんらかの出来事や体験
を想起したときに喚起される「懐かしさ（nostalgia）」とい
う感情に着目する。懐かしさは、博物館体験の長期記憶に
影響すると考えられるさまざまな要因の一つであり、これ
に着目することによって来館者研究においていくつかの重
要な示唆が得られる。
　以下では、最初に、筆者らによる博物館体験の長期記憶
に関する研究を概括する。次に、懐かしさに関する先行研
究の知見を紹介し、博物館体験と懐かしさとの関係を研究
として取り上げることの意義を考察する。さらに、博物館
体験の長期記憶と懐かしさとの関係を実証的に研究する際
のいくつかの方法論上の問題を取り上げる。最後に、こう
した研究アプローチから期待される成果について考察する。
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ているという部分（たとえば、「ほろにがい懐かしさ」）を
強調する立場（e. g., Johnson-Laird & Oatley, 1989 23）; Werman, 

197724)）からの考え方もある。いずれにせよ、懐かしさに
関連した数多くのエピソードを分析した研究からも、懐か
しさは過去の体験の想起に伴って喚起される感情の一種で
あ る と 言 え る（Wildschut, Sediides, Arbdt, & Routledge, 

2006 25） ）。
　本論文の筆者らは、認知心理学と博物館教育学のそれぞ
れの立場から、来館者における博物館体験の長期記憶に関
する共同研究を行っているが、この「懐かしさ」について
はいずれの立場からみても興味深い研究テーマである。認
知心理学の枠組みでは、懐かしさは、日常の想起場面で発
生する「あることばや名前が喉まで出かかっているのに出
てこない」という感じをもつ記憶現象（tip-of-the-tongue 

phenomenon，TOT現象）や既視感（デジャブ，déjà vu；実
際には経験したことのない光景や状況をかつて経験したこ
とがあるかのように錯覚する一種の記憶錯誤）と並んで、
記憶モニタリング（memory monitoring，またはメタ認知的
モニタリング metacognitive monitoringともいう）の一環で
あると考えることができる（清水，2013）26）。ここでの記憶
モニタリングとは、個人が自らの記憶活動や知識状態に関
連して種々の意思決定や選択、予測、判断、気づきなどを
行う認知過程を指しており、より広範な、自己や他者の記
憶にかかわる個人の認識や知識、理解、思考、経験、活動
などを指すメタ記憶（metamemory）の下位過程の一つであ
ると言われている（Nelson & Narens, 1990）27)。そして、懐か
しさのもつ認知的機能の一つとして、自己に関わるさまざ
まな長期記憶（自伝的記憶，autobiographical memoryと呼ば
れる）の想起を促進したり、それらに対する肯定的な評価
を高めたりすることが明らかにされている（Batcho, 

1998 28) ；瀧川・仲，2011 29)）。つまり、懐かしさは、特定の
記憶状況の下で想起・再認に伴って喚起される感情という
側面だけでなく、自伝的記憶の想起とその評価を促す認知
的機能も有することが見いだされている。
　前述のように、これまで筆者らは科学系博物館等での活
動体験の長期記憶を調べてきたが、主として、博物館を訪
れた人たちが過去の何らかの博物館体験を想起し、その際
に生じる感情について検討してきた（湯浅，200315) , 

2006 16) , 2007 17)；湯浅・清水 , 2012 18)）。これらの調査研究
を通して、博物館での活動を体験することによって、過去
の博物館体験の記憶だけでなく、以前のさまざまな個人的
な思い出がよみがえり、それらに懐かしいという感情が随
伴している場合が多くあるように見受けられる。そして、
そうした懐かしさの感情を伴った多様な記憶想起がそのと
きの博物館体験及びその後の長期記憶に影響を及ぼすとい
う可能性が十分に考えられる。来館者における過去の博物
館体験の想起にとどまらず、より広範な想起内容とそれに
伴う懐かしさがその後の博物館体験の長期記憶にどのよう
な影響を及ぼしているかについては、一つの重要な研究課

施設での活動体験が数年、十数年、または数十年という長
期間にわたって個人のなかで記憶にとどめられていること
に着目し、こうした活動体験の長期的影響力を実際に測定
することで博物館の存在意義を再検討しようという試みが
行われている（湯浅，200315）, 2006 16）, 2007 17）；湯浅・清水 , 

2012 18））。それらの調査研究の結果から、博物館やそこで行
われる教育プログラムを評価する際にも、博物館体験の長
期にわたる影響力を考慮に入れる必要があることが示唆さ
れている。さらに、来館者・来場者をあたかも均質な集団
の成員であるかのように固定的に捉えるのではなく、来館
者・来場者の一人ひとりの異なる背景や文脈に注目し、そ
のときの社会状況や時代精神をも含めて、博物館での活動
体験を多面的・多元的に捉えることが重要であると指摘さ
れている。

３．懐かしさの概念と博物館体験

　これまでの研究から、博物館や展覧会の体験は、そのと
きの感情の強さが体験の長期記憶に影響を及ぼすことが知
られている（Anderson & Shimizu, 2007a　10）, 2007b　11））。しか
しながら、そうした感情の内容は詳細に検討されてはおら
ず、正の感情であれ、負の感情であれ、感情が強く喚起さ
れた場合に体験の記憶の鮮明さが増すことが示唆されてい
るにすぎない。そこで、本論文では、博物館体験の記憶が
後にどのような感情を伴って想起されるかという問題では
なく、博物館活動の体験時に随伴する感情の質的な側面が
博物館体験のその後の記憶にどのような影響を及ぼすのか
という問題に注目する。つまり、博物館体験時の感情の強
さや程度、あるいは正負の感情価だけでなく、体験時の感
情の質的側面と博物館体験のその後の記憶との関係を考え
ていきたい。以下では、さまざまな感情のなかでも、とり
わけ博物館体験と関連の深い感情として、懐かしさを取り
上げる。
　私たちは、ふとした機会に「懐かしい」という感情がこ
みあげてくることがある。久しぶりに旧友と再会したり、
過去に見聞きした光景や音楽に再び出会ったりすると、素
直に「懐かしい」と感じる。すなわち、懐かしさは、過去
に体験した事柄や以前に出会った人・事物・出来事などを
想起したり、再び出会ったりしたときに喚起される感情で
ある。感覚様相で言えば、過去において必ずしも視覚を通
して体験されたものに限らず、聴覚や触覚、嗅覚、味覚を
通して体験されたものも含めて、最初に遭遇した時点から
一定の時間が経過したあとに、なにかが手がかりとなって
過去の体験が想起され、それに伴って「懐かしい」という
感情が喚起されるようである。また、懐かしさは好意的で
望ましい正の感情であるとする考え方もあるが（e. g., 

Batcho, 1995　19）; Davis, 1979　20））、必ずしもそうとは限らず、
負の感情としての側面を強調する立場（e. g., Best & Nelson, 

1985 21) ; Ortony, Clore, & Collins , 1988 22））や、両者が混在し
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には、初めて博物館を訪れた人であっても、懐かしさの感
情が比較的容易に喚起されるような展示物や刺激手がかり
が館内に置かれていることが望ましい。その点で言えば、
科学系博物館や科学センターといった施設では、展示や解
説を通して自然科学に関する理解を深めることを主な目的
としており、初めて来館した人たちに対して、とくに懐か
しさを喚起させるような資料が展示されていることはまれ
である。もちろん、そうした科学系博物館を初めて訪れた
人であっても、館内の全体的印象から子どもの頃の別の類
似した博物館体験を想起したり、観覧している資料から学
校の教科書の記述・説明を思い起こしたりして、なんらか
の懐かしさを感じることはあるだろう。その博物館をかつ
て訪れた人たちであれば、当然のことながら、館内の様子
や展示物から自然と懐かしいという感情が生じてくるにち
がいない。それにもまして、たとえば展示解説や館内案内
などを通して、博物館スタッフや同行者、他の来館者との
交流を含むさまざまな対人関係が手がかりとなって過去の
博物館体験が懐かしさとともに蘇ってくるということは十
分に考えられる。ただ、初めて訪れた人たちを含め、多く
の来館者に対して個人的な記憶を想起させ、懐かしいとい
う感情を積極的に誘発するという博物館の諸変数のなかで、
展示物の特徴に直接関連した変数は影響力が大きく、かつ
調査研究において比較的扱いやすい変数であると考えられ
る。
　かつては親しく接していたが、その後あまり目にしなく
なったというような事物が展示されている博物館は、通
常の場合、社会文化歴史系の博物館（socio-cultural history 

museum）である。ここでの社会文化歴史系の博物館とは、
人間の社会生活や文化、歴史、民俗、考古などに関連する
資料を扱う博物館を指している。そうした博物館では、現
在ではあまり見かけなくなったが、一定の年齢以上の来館
者であれば、今から 20～ 50年前には日常的に使用し、あ
るいは普段から見聞きしていた、なじみのある資料が蒐集・
保管されていることが多い。本論文で取り上げる研究調査
では、来館者が若かった（幼かった）頃の、地域社会の風
景や音、交通手段、普段の生活のなかの用品や食品、飲み物、
料理、嗜好品、メディアを通じた音楽、写真、動画などを展示・
提示している博物館が研究調査場所として選定されること
が望まれる。来館者がこうした展示物を見て何らかの懐か
しさの感情を抱くのであれば、それらの記憶は来館者個人
のアイデンティティを構成する重要な要素であると考えら
れる。

（2）研究調査の手法（上記（b），（f），（g），（h）に関連して）
　博物館に関連した個人の懐かしさを調べるための研究手
法は、観察法や質問紙調査法や面接調査法などが考えられ
る。観察法は、本来ならば来館者の自然な行動や反応を捉
えることができるという点では望ましい。ただし、来館者
によっては、館内の展示によって何らかの感情が強く喚起

題であると言える。
　したがって、博物館での活動体験が来館者の長期記憶と
してどのように保持・定着されているのかを解明するにあ
たって、来館時に想起されるさまざまな記憶の内容を具体
的に調べ、その想起に伴って喚起される懐かしさという感
情の性質を明らかにし、来館者の博物館体験の記憶に及ぼ
す懐かしさの影響を分析していく必要があるだろう。さら
に、博物館体験の長期記憶に及ぼす体験時の懐かしさの影
響が顕在的に、あるいは潜在的にどのくらい持続するのか
についても関心がもたれる。そうした検討を通じて、博物
館での体験の長期記憶が来館者自身の個人的な精神生活や
ライフヒストリー、社会文化的アイデンティティとどのよ
うに結びついているのかを理解することにつながるだろう。

４．博物館体験の長期記憶と懐かしさに関する
　　実証的研究アプローチ

　博物館を訪れるという体験において、つねに懐かしさが
喚起されるとは限らない。たとえば、自然史や理工系の資
料を扱う科学系の博物館で、とくにこれまであまり知られ
ていなかった新しい事実や発見を強調して展示解説されて
いるような場合、来館者は館内に展示された資料を観覧し
ても、必ずしも懐かしいという感情を抱かないという可能
性が考えられる。あるいは、年少の子どもであれば、生活
経験や学習経験が乏しいために、他の年齢層に比べると、
ごく限られたものにしか懐かしいという感情が生じにくい
であろう。Anderson, Storksdieck, and Spock （2007）30）は、博
物館体験の長期的影響力を評価するにあたって、以下の八
つの点を考慮する必要があると述べている。すなわち、（a）
博物館体験の記憶はその後の人生経験に基づいて想起時に
再構成されたものであること、（b）来館者にとっての現実
感（reality）は必ずしも客観的現実性に対応していないこと、
（c）過去の博物館体験の語りには個人差が大きいこと、（d）
博物館体験を語る来館者の関心や価値観、態度、知識、動
機づけなど、さまざまな要因が博物館体験そのものに影響
していること、（e）博物館体験の長期的影響力を調べるに
は縦断的追跡調査が必要であること、（f）博物館体験を調
べるための評価的介入（assessment intervention）が体験それ
自体に影響を及ぼす可能性があること、（g）博物館体験の
長期記憶を調べるために面接調査を行う場合、質問項目や
回答データ解釈の妥当性と信頼性が重要であること、（h）
調査方法（たとえば、面接時の質問項目や面接手続きなど）
が参加者の精神活動をどれくらいの敏感に捉えているかの
程度（感度）が重要であること、である。これらを参考に、
博物館体験の長期記憶と懐かしさの関係を調べる際に実際
に留意すべき事項を次のようにまとめた。

（1）対象となる博物館の性質（上記（a），（b）に関連して）
　博物館体験の記憶に及ぼす懐かしさの影響を調べるため
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査参加者を募る場合、それらの個人差がかなり大きいこと
を予想される。そのために、ある一定以上の調査参加者数
を確保し、それぞれの個人特性を可能な範囲内で記録して、
個人特性による影響をデータ分析に含めて検討する必要が
あるだろう。

（4）調査場所（上記（d），（f），（h）に関連して）
　本論文で取り上げる研究調査では、来館を予定している
人たちをあらかじめ把握しているのであれば、事前に調査
概要を説明して参加協力を求め、調査参加申込者に対して
効率よく調査を進めることができるかもしれない。ただし、
事前の調査概要の説明を必要最小限にとどめたとしても、
そうした先行情報を与えることで、調査参加者が来館前に
何らかの記憶を想起したり、特定の構えやバイアスをもっ
て来館したりして、それらが調査結果に影響するという可
能性が考えられる。そのため、館の事前了解のもとに、一
般の来館者に対して、その場で調査への参加協力を求める
という方法を用いることが望ましい。
　面接調査では、静かな落ち着いた場所で、館内のさまざ
まな刺激手がかりから誘発された個人的記憶の想起内容を
来館者ができるだけくわしく話せるような状況が設定され
る必要がある。この場合、面接調査を、来館者が館内を観
覧したあとに館を退出したところで行う場合（出口調査）
と、館内に面接スペースを設けて来館者が観覧をほぼ終え
た段階で退出する前に行う場合（館内調査）とが考えられ
る。これについては、明らかに前者よりも後者が望ましい。
なぜなら、具体的に特定の展示物によって、懐かしさが強
く喚起され、鮮明な記憶が想起されたような場合、その展
示物を前にして、想起の内容と懐かしさの理由を詳しく尋
ねることができるからである。

（5）追跡調査（上記（e）に関連して）
　博物館体験による個人的な思い出と懐かしさの感情がそ
うした博物館体験のその後の長期記憶にどのような影響が
あるかを調べるためには、縦断的追跡調査が欠かせない。
調査参加者に対して、初回調査において来館時の博物館体
験及びそれに伴う懐かしさに関する面接調査を終えたあと
に、一定期間をおいて、追跡的に面接調査を行う必要がある。
そのため、調査参加者には、あらかじめ追跡調査が行われ
ることも説明し、当該の博物館への再訪の日程を調整した
り、あるいは電話による面接調査の予定を調整したりする
必要がある。

（6）倫理的配慮（上記（a）～（h）に関連して）
　上記（1）～（5）を考慮に入れたうえで調査研究を行う
には、調査を行う博物館を選定し、調査協力を依頼し、調
査の実施手続きについて事前に綿密な協議を重ねる必要が
ある。すべての来館者の観覧を妨げないなどの条件を設定
して、面接場所を確保し、面接調査を実施することを認め

されたとしても、それらが外的な反応や行動変化として顕
著に現れるとは限らない。また、倫理的配慮から事前に参
加者の承諾を得る必要があるため、現実的には観察者の影
響が強く表れてしまう。質問紙調査の場合、評定法と自由
記述をうまく組み合わせて用いたとしても、調査参加者の
率直な感情を詳しく正確に捉えることはむずかしい。その
ため、一般来館者から調査への参加協力者を募り、それに
応じてくれた人たちに対して個別的に面接調査を行うのが
望ましい。その際、許可を得て、面接の内容を録音するこ
とはもちろん、可能な限り面接の様子を録画し、どのよう
な形で懐かしさが表現されるか（表情や身ぶり、しぐさなど）
の反応記録を録画映像として残すようにすれば、事後にそ
の映像を詳しく分析することができる。
　一般に、カウンセリングの場面などでは、面接にあたっ
て参加者と面接者との間で親密で良好な感情の交流が円滑
に進むような人間関係（ラポール、rapport）が形成されな
ければならない。ここでの面接はあくまで調査的面接であ
り、治療的面接ではない。しかしながら、本論文で取り上
げる研究調査では、面接調査が行われることを知らずに来
館した人たちに対して自発的な参加協力を求め、かつ個人
の来歴やプライバシーにかかわる情報がもたらされるため、
面接者への信頼感や安心感が十分に確保されることが重要
である。参加者にとってはなにげないささいなエピソード
であっても、当該の研究調査の目的に照らして貴重な内容
を含んでいる可能性がある。そのため、懐かしさの感情が
抑制されずに、さまざまなエピソードが多く想起されるよ
う、面接者は受容的で親和的な態度で面接に臨むようにす
る。その一方で、面接者に対して懐かしさの感情が誇張さ
れて伝えられたり、面接内容のなかに記憶の歪みや事後解
釈の要素が含まれていたりする可能性についても留意すべ
きである。そのような場合であっても、面接者は面接中に
参加者の反応や語りに対して評価的な態度を示すべきでな
いことは明らかである。

（3）調査参加者の個人特性（上記（c），（d）に関連して）
　調査参加者は、前述のように、子どもであっても懐かし
いという感情を抱くことはあるが、その感情を喚起するも
のは、大人の場合に比べて、大きく制約されると考えられる。
若者であっても、実際には接していないのに、あくまで知
識として特定の展示物に対して「懐かしいもの」（いわゆる
「レトロな」という意味で）と呼ぶことがあるので、このこ
とにも注意しなければならない。実際の体験に基づく個人
的記憶が想起され、それに伴って懐かしさが実感されると
いう様子を捉えようとするならば、おそらく調査参加者の
年齢層としては、成人期以降、40～ 50歳代以上が適当で
はないかと考えられる。
　調査参加者の年齢だけでなく、来館の理由や動機、価値観、
既有知識、性格、行動傾向など、さまざまな個人特性に関
する変数が面接結果に影響している。一般の来館者から調
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積極的に学習する方法や手段を導くことができる）。（5）博
物館の展示の内容と方法を評価する際の有用な手がかりが
得られる（博物館を評価する際の基準や材料が豊富になり、
博物館の多様な役割を位置づけることが可能になる）。（6）
来館者自身の発達や成長、進路選択といった、より広範な
ライフヒストリーの文脈で博物館体験の役割を捉えること
ができる（幼児から高齢者に至るまでの幅広い年齢層の来
館者にとって、それぞれの発達段階における博物館体験が
どのような役割を果たすのかを特徴づけることが可能にな
る）。（7）博物館の社会的な役割や影響力を高めるための具
体的な方策・指針についての理解が深まる（博物館に関す
る制度や慣習を改善し、その機能を十分に発揮するための
法的整備や施策、重点課題などの提言につながる）。
　これらの成果が最大限に得られるよう、さまざまな博物
館や調査参加者の協力を得て種々の実証的データを蓄積す
るための研究努力が望まれる。

付記
　本研究は、Social Sciences and Humanities Research Council 

of Canada （SSHRC: No. 435-2012-0371）及び日本学術振興
会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（平成
24～ 26年度 基盤研究（C） 課題番号 24501267　研究代表
者 湯浅万紀子；平成 25～ 27年度 基盤研究（C） 課題番号
25380992　研究代表者 清水寛之）による助成を受けた。
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1. 本研究ノートの目的

　日本では、平成 18年の改正教育基本法にて、生涯学習の
理念が「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生
を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる
機会に、あらゆる場所において学習することができ、その
成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなけ

ればならない。」と明示された。その後、平成 20年の生涯
学習審議会答申1）ではさらに「持続的な社会」を形成するた
めに「各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社
会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献する」
知の循環型社会の構築には、生涯学習の充実が必要不可欠
のアプローチであることが主張されている。
　生涯学習は、博物館、公民館、図書館などのいわゆる生

社会とミュージアムをつなぐ各国 IT システムに関する考察
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和文要旨
　社会の複雑な変化が日々起こっている 21世紀の今日において、市民がその変化に対応すべく、持続的な社会を形成する
ための知の循環型社会構築に、生涯学習が必要とされていることが、平成 20年の生涯学習審議会答申で強調され、生涯学
習の役割は今後ますます大きくなることが予測される。
　各国では生涯学習をサポートするための様々なオンラインシステムを開発している。これらには、教員へのミュージア
ム活用のヒント提供や、ミュージアムの関係者による外部資金情報共有、各館の展示ノウハウの共有をも目的とするもの
がある。このように多種多様なオンラインシステムを、外部資金によって設立された団体が、ミュージアム関係者や研究
者からの情報提供を受けつつ運営・管理することで、情報の質を担保している例もある。
　本稿では、ECSITEや CAISEといった組織が提供する生涯学習関係オンラインシステムについて、再検討を行う。
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2. 調査対象

2-1.�Open�Science�Resources（http://www.osrportal.eu/）
について

　2003年、フィンランド・ダーナ大学サイエンスコミュニ
ケーションコースの Salmi博士（現ヘルシンキ大学教授）
によるフィンランド・Heureka科学館での科学教育実践活動
に端を発し、EU欧州委員会 ICT PSPからの助成を受け The 

European Network of Science Centers and Museums（ECSITE、
ヨーロッパ最大の科学博物館・科学館のネットワーク）が
運営する、科学系ミュージアムにおける学習プログラムの
「パスウェイ」（学習事例）を掲載したサイト。フィンラン
ドとギリシャの研究者が発起人となり、EU内 11か国およ
びアメリカ、台湾にも研究協力者をもつ国際事業となって
いる3）。
　パスウェイとは、主に教員が生徒を科学系博物館に連れ
てくる際の指導の文脈を重視し、展示をより効果的に使う
ため、来館の前後に行う必要のある予復習と館内活動の指
南をまとめたもので、Introduction（導入）、 Pre-visit（訪問前）、 
Visit（訪問時）、 Post-visit（訪問後）の 4段階に分かれている。
それぞれの科学系博物館および教員は構成主義に基づきこ
れらの学習プログラムのパスウェイを作成する方針となっ
ており、パスウェイ作成方法およびサイトへの入力方法は、
参加するミュージアムのスタッフおよび教員であれば、研
修会で習得することができる。フィンランドの研究者らが
推奨する Heureka科学館でのパスウェイの一例は、以下の
URL（http://www.osrportal.eu/en/node/95849）から閲覧でき、
関連する資料や動画もダウンロードできる。また、閲覧者
がそれだけでは情報が不十分と感じた場合は、サイト上か

涯学習関連施設においても行われている。各施設において
活発な教育活動が展開されているにもかかわらず、これら
の利用率は 36.1%とで、利用率を増大するためには「誰で
も気軽に参加できるような講座や行事、イベントを増やす」
（32.6%）、「いろいろな生涯学習の機会についての情報をもっ
と住民に提供する」（21.9%）などを国民が望んでいること
が内閣府調査 2）によって明らかにされている。
　このような背景のもと、基盤研究（S）（平成 24~28年度）
では、「知の循環型社会における対話型博物館生涯学習シス
テムの構築に関する基礎的研究」によって、生涯学習施設、
特に博物館の館種横断的に、学芸員をはじめとする博物館
職員が生涯学習イベントの情報発信・共有を行うオンライ
ンデータベースの構築を目指している。本稿では、本研究
の予備調査として行った欧米での各種生涯学習、特にミュー
ジアムで行われる学習プログラムや展示関連の ITシステム
の調査結果を報告する。これは 2012年 9月 ~12月に現地
で行った関係者の聞き取り調査および各サイトの閲覧によ
る調査に基づく。これは欧米でいかなる ITシステムが提案
され、また現状どのように活用されているかを知るもので、
今後本研究にて構築すべきオンラインデータベースの方向
性を探るものである。各サイトの目的はそれぞれ全く違い、
またポータルサイトであったりデータベースであったりと
いった各サイトの形式も全く異なるものであるため、一概
に比較できるものではないが、各サイトの特徴と追加情報
を表 1にまとめた。
　本稿により日本のミュージアムが、国民が望む姿により
近づき、また今後の社会に必要とされるものでありつづけ
るために、新規開発されるサイトが少しでも参考にできる
点を紹介および考察する。
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からマスメディア掲載分記事、用語集などの多岐にわたる
コンテンツのインデックスを見ることができる。それぞれ
コンテンツ数約 900。 ⑥ Case Studies and Reviews（ケ―ス
スタディと再考察）は、後述の Exhibit Filesにあるような教
育学者やミュージアムスタッフによる展示・学習プログラ
ムの実施概要や感想、反省点をまとめたレポートが主体で、
コンテンツ数約 400。⑦ Instructional Materials（学習プログ
ラム及び教材）は、主に後述の HowtoSmileにみられるよう
な、学習プログラムの実施概要を中心として閲覧すること
ができる。コンテンツ数約 3700。 ⑧ Social Media & Online 

Communities（ソ―シャルメディア、オンラインコミュニ
ティ）は、学習プログラム等についての研究者やミュージ
アム関係者によるブログ形式の記事やWikiなど、主にオン
ラインでコメントや記事の追記ができる形式のコンテンツ
を集めたもので、コンテンツ数約 50。
　複数のサイトから大量のデータを引いてくるというサイ
トの性格上、どのようなメタデータを定義してデータを蓄
積・検索するかについてだけでも 8か月程度の長期の開発
期間を費やし、将来的にはナショナルカタロギングシステ
ムを用いて National Science Digital Library（国立科学デジタ
ル図書館、以下 NSDL） データベースとの統合を図り、ウェ
ブ上から自動データ採取を行えるようにするなど、グラン
ト終了後も本サイトの事業を継続しやすい仕組みづくりに
積極的に目を向けている。
　
2-3.Exhibit�Files（http://www.exhibitfiles.org/）について
　米 NSFが出資したプロジェクトで、2011年に当初の 6年
間のグラントは終了したが、NSFの 3度にわたる中間審査
を経て 2回の計画変更を行いブラッシュアップされた結果、
さらに 3年のグラントを獲得し、2013年現在もサイトの運
営は続いている。
　サイトの主目的は、博物館の展示変更のたびに失われた
り、人の異動のたびに忘れ去られたりする展示のノウハウ
やレビューをインターネット上に閲覧可能な形で蓄積し、
共有することである。内容は基本的に一般公開されている
が、会員登録を行わないと書き込みはできない。
　公開されているメニューの内訳は、Browse（登録会員に
よる展示に対するレポート Case Studies、 Reviewsを閲覧）、
Members（登録会員の氏名や顔写真、連絡先の一覧）、Bits（登
録会員による「つぶやき」投稿）、Blog（運営スタッフによ
るブログ）、Rentals/Sales（巡回展用パッケージの宣伝窓口）、
そして登録会員がコンテンツの追加を行うことができる
Add（新規追加）ページである。ここでいう Case Studies（ケー
ススタディ）は登録会員自らが自作の展示に関しての内容・
資料の紹介と反省を行うことで、Reviews（再考察）は登録
会員が他者制作の展示の批評を行うものである。いずれも、
それぞれの内容に対するコメントを登録会員同士が寄せる
ことができ、Facebookでの「いいね !」も発信できるほか、
Twitter、 Google+、 LinkedInの 3種の SNSでのシェアも可能

らパスウェイの作成者に向けて質問をすることもできる。
　上述のように、研修会さえ受ければパスウェイは誰でも
作成できてしまうため、登録されたパスウェイがサイト本
来の趣旨に合うものであるかも、内容の正確性を含めてス
タッフが評価する制度がある。適すると評価を受けたパス
ウェイには認証済みマークが付される。参加国のうち、少
なくとも本研究で取材を行ったフィンランドとドイツでは
コンテンツ作成やシステム管理のためにそれぞれ常勤およ
び非常勤のスタッフを抱えており、このマンパワーに対す
る手厚さがこれら評価制度を可能としている。
　なお、2012年 9月現在でシステム上パスウェイ投稿権限
を持つ登録ユーザー数は約 2400、コンテンツ数は約 1500

を数える。

2-2.�Informal�Commons（http://informalcommons.org/）に
ついて

　National Science Foundation（全米科学財団。以下、NSF）
が 2007 年より 2013 年まで約 550 万ドルの出資をし、
Association of Science - Technology Centers（科学技術セン
ター協会。世界最大の科学博物館・科学館のネットワーク。
以下 ASTC）の下位組織である Center for Advancement of 

Informal Science Education（生涯科学教育振興センター。以下、
CAISE）が運営している、インフォーマルな科学教育に関
するポータルサイト。検索エンジンにより、後述の Exhibit 

Filesや HowtoSmileなど 11のサイトのコンテンツを横断検
索できる。
　 ユ ー ザ ー の 主 対 象 は STEM（Categories of Science, 

Technology,Engineering,and Mathematicsの略。科学、技術、
工学、数学分野。）研究者・評価者、学校教育における科学
の教育者、政策立案者や政策管理者であり、対象サイトの
コンテンツは以下の 8つのカテゴリに分類されて検索でき
る。コンテンツの記載件数はすべて 2013年 12月現在のも
のである。① Project Descriptions（ISE関係プロジェクト、
事業計画）は、大小さまざまな規模の外部資金を獲得して
実施された科学教育関係のプロジェクトの概要・実施者・
資金の提供者と期間などの情報を記したもので、コンテン
ツ数約 1600。多くはミュージアムの展示や学習プログラム
に関する記載となっている。② Evaluation Reports（評価報告）
は、Project Descriptionsでみたような展示や学習プログラム
のプロジェクトに関して、その実施後の評価レポートが掲
載されている。レポートはミュージアムでの来館者アンケー
トをもとにした自己評価であったり、第三者機関による評
価であったりと質にはばらつきがある。コンテンツ数約
700。③ Research & Evaluation Instruments（研究・評価ツール）
は、展示や学習プログラムに関する研究や評価方法の記載
を交えた論文が掲載されている。コンテンツ数約 300。④
Research Products（研究成果）および⑤ Reference Materials（参
考資料）は、展示や学習プログラムの研究に付随して生じ
た成果物や参考資料が主に掲載されており、査読済み論文
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3. 考察

3-1. 各サイトの比較について（表 1）
3-1-1. コンテンツの質を担保するために〜ユーザーとして
の対象と投稿研修制度、運営によるコンテンツの校閲、ユー
ザーによる評価制度
　教育者として直接指導にあたる立場の人々をユーザーの
主対象とする Open Science Resourcesと HowtoSmileは、教
育現場で実用に供することを想定した教材を集めたデータ
ベースである。主なユーザー層がそれぞれ学校教育の教員
と ISE（インフォーマルな科学教育）教育者という対象の
相違はあるものの、双方のサイトとも、投稿コンテンツが
一定以上の水準を満たすことを保証するための、運営側に
よる校閲制度を設けている。また、ユーザーもプロの教育
者とみなされているので、ユーザーによるコンテンツの評
価制度をもつのが適当と想定されていると考えられる。つ
まり、プロをユーザーとして学習プログラム等のコンテン
ツを扱うサイトを作成する場合には、このようにユーザー
にサイトの使い方を研修で習得させたうえで、運営側とユー
ザー側双方がコンテンツを評価しあう構造がひとつのモデ
ルになることが示唆される。
　しかし、問題はコンテンツの評価の際に起こる。実際に
Open Science Resourcesでは、運営側による評価作業の負荷
が、確保しうるマンパワーに対して高く、なかなか評価作
業が進まないといった運用上の問題も生じたという。この
ような運営側の評価のマンパワー不足を補いうる手段が、
ユーザー側からのコンテンツ評価制度であるが、ここにも
問題が無いわけではない。HowtoSmileでは、ユーザーによ
る評価を促すため、評価の書き込みを行うたびにユーザー
にポイントを付加し、ポイント数を公開する制度を設けて
いる。ところが、このポイントはあくまで競争意識の高い
ユーザーのみを対象にした仕組みであって、それ以外のユー
ザーに対する強制力も魅力もないため、現時点でコンテン
ツに下されている評価がユーザー中で偏りない集団による
ものかは疑問が残る。

である。また、ソーシャルタグを付加することもできる。
　先述のように出資は NSFにより、運営が CAISEによる
といういずれも「科学」の振興を目的とする母体が生み出
したサイトであるにもかかわらず、たとえば利用者の所属
は約 10%が歴史系博物館・美術館であり、館種を問わず広
く利用されている。また、当初からサイト内容の一般公開
を行っていたため、ミュージアムデザイナーやコンサルタ
ントを含む民間の利用者にも、首位の科学系博物館の所属
者（23.2%）に次いで 17.2%と大きな割合で利用され4）てい
ることがわかる。登録会員の居住国も 2011年現在で 57か
国に及ぶ。
　サイト開設当初はコンテンツ数も会員数も伸び悩んだ5）と
のことだが、最終的には約 2600人の登録会員数と合計約
500件の Case Studies,Reviewsを掲載するに至っている（2013

年 12月現在）。
　
2-4.HowtoSmile（http://howtosmile.org/）について
　NSFからの約 230万ドルをはじめ民間企業や私立財団か
らも助成を受けて、ASTCの関連団体である米 NSDLが運
営しているサイトで、Lawrence Hall of Science（ローレンス
科学教育研究所）などの研究機関・科学系博物館を中心と
した団体が科学・数学系の学習プログラム内容を掲載して
いる。Activities（学習プログラム）と呼ばれるコンテンツ
の投稿数は 2013年 12月現在で約 3600、主対象ユーザーは
インフォーマルな科学教育の教育者全般であり、放課後や
野外での教育プログラム担当者、ミュージアム関係者や、
独自カリキュラムによる教育を行っている家庭教師を含む。
　ユーザー登録と研修を受ければコンテンツの投稿が行え
るが、コンテンツは公開前に校閲を受けるので、投稿内容
の質は担保され6）ている。
　Activitiesの投稿は表 2にまとめたメタデータに沿った分
類で行われる。
　これらの Activitiesの情報に対し、作成者以外のユーザー
でも閲覧時には 5つ星評価とコメントをつけることができ
る。さらに、自分の好きな学習プログラムを集めたコンテ
ンツリストの作成や、関連動画をアップロードでき、これ
らを HowtoSmile上で公開することもできる。
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　ただし、この取り組みをそのまま日本の生涯教育の場に
応用できない点は、ミュージアムをあくまで学校教育の教
材として扱い、パスウェイ作成の教育効果については学校
教育の結果としてしか評価できないところである。すなわ
ち、日本では生涯教育におけるミュージアムの利用前後で
の学習効果の評価方法を確立する必要がある。
　また、これらコンテンツを EU域内の高校生が利用した
場合の反応と、台湾の高校生が利用した場合の反応とは異
なるものであったという。日本で生涯学習の ITシステムを
作成する場合は、メタデータ等の形式は国際規格に合わせ
つつも、評価方法や学習プログラム内容は社会的文化的側
面からの日本に即したカスタマイズ、いわゆるガラパゴス
化も必要となるであろう。

3-2-2.Informal�Commons
　約 550万ドルの資金と 6年にわたる開発・プロジェクト
実施期間を取れたこともあり、Informal Commonsの運営に
は Lawrence Hall of Scienceからプロジェクトマネージャー
を迎えたほか、データベース構築の肝となるウェブストラ
テジストやデータベース開発者などの情報系のプロフェッ
ショナルのスタッフをCAISE内、Lawrence Hall of Science内、
および電機メーカーから採用することができている。こう
して専門家向けゆえに少ないサイトアクセス数となること
は承知の上で、インフォーマルな科学教育の領域でもしっ
かりしたデータベースやサーチエンジンを用意しておくべ
きというNSFの姿勢は、過去に ERIC（教育学論文データベー
ス）や PubMed（医学系論文データベース）等の公開データ
ベースを整備してきたアメリカ政府の一貫した態度を反映
していると考えられる。アメリカではミュージアムの展示
や学習プログラムなどのコンテンツを掲載したウェブサイ
トが、さまざまな外部資金によって乱立しているが、これ
らの情報を一貫したメタデータのもとに効率よく管理でき
るようにする仕組みづくりとして、Informal Commonsの立
ち上げと維持が必要だったのである。このような政府主導
の ITインフラ整備への投資が、インフォーマルな科学教育
の分野においてもアメリカの国際的プレゼンスをより高め
ることになるだろう。
　もちろん、日本のミュージアム関係者のアクセスも可能
であるので、学習プログラム開発時や外部資金の申請の折、
アメリカでのトレンドを知ることができる当サイトを参考
にすることができる。

3-2-3.Exhibit�Files
　Exhibit Filesで公開されているメニューのうち、主たる
ものはコンテンツ数からして Case Studies、 Reviewsであり、
このようにミュージアム関係者同士で展示に対して自由な
意見交換を行えるサイト自体日本にはまれではなかろうか。
　また、意見交換の場として興味深いのが、Bitsのコーナー
である。登録会員に自由に質問を投げかけることができる

　このようなコンテンツの質を担保するための評価制度モ
デルを今後生涯学習 ITシステムに取り入れる場合は、この
2点の問題が解消できるように、運営側にはマンパワーを
確保する工夫を、ユーザー側にはより多くの層が評価への
参加を希望するようなインセンティブを導入する工夫を取
り入れる必要があるだろう。

3-1-2. データベース部分の情報は国際的な共有を視野に入
れて〜標準化とダブリンコアの採用
　ダブリンコアはインターネット上の情報資源の記述に標
準的に使用され7）ているメタデータで、たとえば日本の国会
図書館やフランスのラ・ヴィレット（パリ所在の科学系博
物館）附属の図書館など、多くの図書館の蔵書の書誌情報
管理にも使われている。
　CAISEは、Informal Commonsおよび ASTCの関連団体が
運営する Exhibit Filesや HowtoSmileなどのデータベースの
メタデータを、独自のアレンジをくわえつつもダブリンコ
ア系列で統一した。その結果、Exhibit Filesや HowtoSmile

等の関連団体のデータベースを容易に横断検索することが
できるし、将来的にも先述の Informal Commonsを要とした
米国内のオンライン情報の自動取得という目標を達成しや
すくなるであろう。
　また、Open Science Resourcesでは開発初期に他の形式
のメタデータを検討したこともあったが、最終的に図書館
でよく普及しているダブリンコアを採用した。その結果、
プロジェクト参加ミュージアムのひとつであるラ・ヴィ
レットにおいて、附属図書館の情報担当者を Open Science 

Resourcesのコンテンツ管理者として即採用することがで
き、スムースに教材の開発にあたれたという。
　すなわち、ミュージアム関係者が新たにデータベースシ
ステムを構築しようとした場合、ダブリンコアに基づくメ
タデータを採用する利点は、①既存のダブリンコア採用デー
タベースとデータの共有が容易になること、②すでにダブ
リンコアの扱いに精通している者（たとえば図書館等生涯
学習施設のデータ管理者）の協力を仰ぎやすくなること、
の 2つがあるといえる。
　先述の CAISEの考え方は①の例で、②にはラ・ヴィレッ
トの例があてはまる。
　このように、生涯学習システム構築の構想段階から標準
化を心がければ、既存の情報資源も人的資源も有効に利用
できるというモデルケースが提示できたといえよう。

3-2. 各サイト独自の特徴と日本が参考にすべき点
3-2-1.Open�Science�Resources
　Open Science Resourcesは参加ミュージアムを科学系博物
館に限定した試みではあるが、このようにミュージアムを
用いた教育方法に関する情報を集めたサイトは、冒頭の内
閣府調査でみられた日本国民の要望にもかなう可能性のあ
るもので、看過してよいものではない。
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ている点も、ミュージアム関係者ならではの分類で特徴的
である。
　「対象となる文化、民族性、性別」は多民族・多文化国家
であるアメリカならではのメタデータに見えるが、2013年
現在では ICOM 8）や AAAS 9）などの国際学会で、多民族・多
文化の入り混じる地域や国際社会を背景にした問題を
ミュージアムや STEM教育の発展によって解決しようとい
う姿勢が見いだせることから、これらのメタデータを採用
することは国際的な潮流にかなっているともいえる。日本
のミュージアムでも、「地域の課題を見出し、その解決に向
けてよりよい方向性を見出し、判断する」10）リテラシーを
涵養することを目標とする動きがみられることから、広く
社会的問題を扱う学習プログラムの開発およびその内容を
保存・管理できる ITシステムが必要とされていると考えら
れるだろう。

4. おわりに

　本稿で取り上げた欧米の学習プログラム・展示を扱う IT

システムはいずれも教育者をはじめとするプロフェッショ
ナルを対象としたもので、専門的な情報のやりとりを中心
としたものだった。これらは、主に学齢期の国民の STEM

に関する能力を向上させ、将来の経済的な国際競争力を伸
ばそうという思惑に基づくものであろう。
　しかし、現在日本が「知の循環型社会」の構築を目指し
て必要としているのは、生涯学習への国民の積極的な取り
組みを通して、社会全体の、アマチュアの力をも結集して
国際競争力を伸ばしていける仕組みづくりである。したがっ
て、生涯学習の機会を提供するプロフェッショナルたる
ミュージアム関係者が、アマチュアである国民全体に対し
て効率的に学習プログラムや展示の情報を提供し、それら
を実施し、またそれを受けた国民からフィードバックを無
駄なく受けて学習プログラムや展示の内容を改良できる IT

システムが要求されているのである。おそらくこれは国際
的にも特異な課題である。この課題を解決すべく本研究で
構築中のデータベースシステムについて具体的にはここで
は触れないが、この課題の解決の障碍となるであろう日本
の現状と、その対策について考えてみたい（図 1）。
　ここでは生涯学習に関するミュージアムのステークホル
ダーを、アマチュアとしてのミュージアムの従来からの利
用者 /非利用者（学習者）、プロフェッショナルとしての
ミュージアム職員（学芸員等）、ミュージアム設置事業者お
よび自治体と仮定する。ITシステムの構築においては、こ
れらステークホルダーすべてに対するメリットを取り入れ
ること、すなわちアマチュアのミュージアム利用促進を図
り、プロフェッショナルの要望に応え、ミュージアム設置
事業者および自治体のミュージアム運営目的に沿う物を構
築しなければならない。

掲示板で、ここでは展示の開発に困った点についての情報
収集を同業者から効率よく行うことができる可能性がある。
たとえば、2013年 12月現在の最新の投稿によれば「風雨
や潮にさらされる野外環境で利用できるタッチスクリーン
パネルを教えてください」といった質問に、数人から具体
的なパネルの紹介コメントが寄せられている。先述の Case 

Studiesや Reviewsでは展示全体の大きなノウハウを共有す
ることができるが、Bitsではこのようなちょっとしたヒン
トがほしいとき、気軽に情報共有をすることができる。日
本のミュージアムにおいても、展示や学習プログラムを制
作する現場スタッフにとって、発言者を明確にしたうえで
回答が得られる質問掲示板は貴重なツールになるのではな
いか。
　Rentals/Salesでは、サイトにアクセスした時点でリアル
タイムに交渉が可能な展示およびその提供業者の情報が示
されており、ここに掲載するミュージアムおよび業者数が
増加すればミュージアムの展示企画担当者にとっては非常
に便利な機能となるであろう。世界 57か国からの会員登録
が行われている理由は、サイトの言語が英語であるという
ことも大きいと考えられるが、もし日本にもこのように各
国に展示内容をアピールできるサイトがあれば（もちろん、
既存の Exhibit Filesを日本でも有効活用できればいちばん
手っ取り早いのだが）、日本のミュージアムでスタッフ個人
を中心に企画・実施され、その場限りで消えていく企画展
をパッケージ化して国内外に売り出しやすくなり、ミュー
ジアム側に新たな収入源をもたらすことができるのではな
いか。その際は、サイト運営スタッフ側に、著作権をはじ
めとする権利関係の専門家など、企画を売りたいミュージ
アム側をサポートできる体制を整えておく必要があること
は言うまでもない。
　このように、Exhibit Filesではミュージアムのスタッフ側
に有用な情報をオープンにやりとりすることができる特異
なサイトであるといえる。匿名性がない点に関して日本で
どの程度受け入れられるかは未知数であるが、本サイトの
個性的なコンテンツそのものは大いに参考にできる。
　
3-2-4.HowtoSmile
　HowtoSmile のメタデータは、Lawrence Hall of Science, 

Exploratorium（エクスプロラトリウム。サンフランシスコ
の科学系博物館）などのアメリカを代表する科学系博物館
のスタッフが、企画・構想・プログラミングまで行ってい
るため、科博系博物館のミュージアムスタッフにとって汎
用性の高いものと考えられる。一例をあげれば、国立科学
博物館で使用している学習プログラム企画書のフォーマッ
トで取り上げられている項目（プログラム時間、コスト、オー
ディエンスの主対象、対応する学習指導要領等）と類似す
るものも多く、日本でも有用性は高いと予測される。
　なお、インフォーマルカテゴリーとして、オーディエン
スの興味を引きそうなエネルギー、気候、料理を取り上げ
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し、商用サイトにみられるような高い視認性やリコメンド
機能、直接の口伝えのみに留まらない口コミを期待した
SNSの利用や口コミ機能を搭載することも考えられる。ま
た、学習者がシステムを通して学習プログラム等に参加し
た場合に何らかのインセンティブを受けられる仕組みをつ
くることも必要であろう。

4-2.�ミュージアムの専門家に関する障碍と対策
　社会教育施設を管轄する各教育委員会に対する平成 23年
の文科省委託調査13）ではミュージアムの専門家としての社
会教育主事や学芸員・学芸員補の資質向上のための研修を
実施（予定）しているという教育委員会は調査対象の
10.0%に留まり、さらに、社会教育施設は全体的に予算総額・
事業費・資料費ともに減少傾向にあることもわかった。
　すなわち、ITシステム構築においては、ミュージアムで
学習プログラムを提供しうるミュージアムの専門家に対し、
資質の向上を図る機会が予算を圧迫せずに与えられる環境
を整えることが望まれると考えられる。

4-3.�ミュージアム設置事業者および自治体に関する障碍と
対策

　4-1で見てきたように、各自治体でミュージアムに投じら
れる予算が減少傾向にある。
　ミュージアムで全国的に「知の循環型社会」を実現する
ためには、各ミュージアムが自ら資金を稼ぐことによる体
力維持が必須であり、ミュージアムの利用者数および収入
を増加する必要がある。また、自治体にとってはミュージ
アムが人々の知的欲求を満足させる自然体験や文化体験と
行った産業（観光産業の範疇になると思われる）が地域振
興の一助になる14）可能性も指摘されている。したがって、IT

システムによってミュージアム設置事業者および設置され
た自治体の経済活性化の効果も狙わなければならないと考
えられる。これは、システムからアマチュアたる学習者に
対するミュージアム情報の一元的提供の際に、地域振興を
促す仕組みを添えることである。例えば、ミュージアムで

4-1. 一般利用者に関する障碍と対策
　平成22年の文科省調査11）では、様々な都市の住民モニター
を対象としたWEBアンケートを行った。この結果、公民館・
図書館・博物館の 3種の社会教育施設の比較において、「施
設の具体的な役割・活動内容を知っている」と回答された
モニター全体に占める割合は、公民館 39.8%、図書館 65.1%

に比べて、博物館 25.1%と博物館がもっとも低い認知度で
あった。また、対象都市全体において「一年以上使用した
ことがない」との回答が 74.5%であった。これは、公民館
（62.6%）、図書館（42.4%）に比べて最も高い値であり、大
都市群、中小規模都市群に対してこと農山漁村群では高く
80.5%にものぼった。博物館に対する要望として最も高かっ
たものは、「もっと家に近い場所に有ってほしい（19.8%）」
という。つまり、ミュージアムは“遠くにある実態のよく
わからない施設なので利用していない "というミュージア
ム非利用者像が浮かび上がり、この傾向は地方において強
いものと考えられる。
　さらにこの調査では、生涯学習施設を利用する層であっ
ても、博物館で種々の生涯学習（外国語 /ビジネス、商用
実務、職業スキル /趣味・教養 /体験活動、フィールド学習
/現代社会の課題、公共的な課題に関する学習）を行う割合
は、全体的に公民館、図書館に比較して低い傾向に有った。
つまり、ミュージアムの従来からの利用者層においても、
ミュージアムが生涯学習施設であるという認識が薄く、生
涯学習においてミュージアムが消極的な利用しかされてい
ない可能性が危惧される。
　このように、一般利用者には、まずは多少遠くてもミュー
ジアムに行ってみたいと思わせる魅力あるコンテンツや
ミュージアムでの学習プログラム情報を提供し、さらに
ミュージアムが生涯学習の場であると気付かせ積極的な学
習のきっかけが必要であり、その一つの手段として、ITシ
ステムによる生涯学習コンテンツの提供が望まれていると
考えられる。
　なお、平成24年度の内閣府調査12）によれば、アマチュア（学
習者）層が「生涯学習の情報をどこから得たいと思うか」
について、「家族や友人、知事からの口伝え（35.1%）」「情
報端末やインターネット（34.3%）」が多く、「生涯学習をもっ
と盛んにしていくために、国や地方自治体」が「力を入れ
るべき」こととして、「情報を一元化して提供するなど、生
涯学習に関する情報を得やすくする（26.8%）」ことを望ん
でいることがわかる。よって、システム構築時にはインター
ネット上でミュージアムの学習プログラム情報が一元的に
えられて、さらにそこから身近な人にいわゆる口コミ情報
として伝えたくなるような気軽さとサイト利用を継続した
くなる動機付けの仕掛けが必要である。例えば、ミュージ
アムが実施事業の情報を積極的に掲載できるものとするた
め、ミュージアム個々が少ない負担で情報を発信および更
新しやすい操作の簡便性をもたせる必要がある。また、で
きるかぎりシステムに情報を寄せるミュージアム数を増や
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7月調査　「生涯学習に関する世論調査」、2012。
13） 文部科学省、平成 23年度文部科学省委託調査「生涯学
習センター・社会教育施設の状況及び課題分析等に関す
る調査」報告書、 2012。

14） 千葉まちづくりサポートセンター、千葉県立中央博物
館（Natural History Museum and Institute、 Chiba）への提
言及びシンポジウム「生物多様性保全シンクタンクと博
物館」報告書、2013。

の事業および学習プログラムの紹介に留まらず、レジャー、
観光と連携して積極的にアピールできる必要がある。例え
ば既存の旅行代理店とのコラボレーション観光企画や、シ
ステムを通じてミュージアムを訪問した者に回数に応じた
インセンティブを与える等、学習者を消費者と見なして
ミュージアム訪問を積極的に促す仕組みを作らなければな
らない。

　4-1、2、3にて述べた対策をできるだけ多く取り入れた
ITシステムを構築することは理想であるが、ミュージアム
の懐具合が厳しい昨今、これらを満たすようなシステムの
構築は困難である。よって、このようなシステム構築し、
それを実装するためには限られた資源を集中投資する必要
があろう。本研究についても、本稿をご覧いただいた諸賢
から、貴重なご意見・ご協力をいただければ幸いである。

付記　
　本研究は、平成 25年度科学研究費補助金基盤研究（S）「知
の循環型社会における対話型博物館生涯学習システムの構
築」課題番号 24220013の成果の一部である。
　なお、本稿は日本ミュージアム・マネージメント学会第
18回大会会員研究発表（松尾他、2013）にて発表した内容
に新たな知見を追加し、再検討し、記述したものである。
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1．はじめに

　フィリピンは 7,109もの島々から成る多島海国家である
こと、公用語のフィリピノ語と英語のほか各地方に 80前後
の母語が存在する多民族国家であることを特徴とし1）、スペ
イン及びアメリカの侵略や支配により政治・文化的に影響
を受けてきた2）。
　本稿では、フィリピン最大の博物館組織である「フィリ
ピン国立博物館（National Museum of the Philippines）」に注
目し、文化政策3）的役割に関する基礎調査報告を行う。同館
はこれまでわが国で取り上げられる機会が限られていたが、
言語に際立ってみられる文化的多様性や植民地支配の影響
による文化的重層性といった特徴から有用な事例研究対象
となると考えた。
　わが国の同館に関する先行研究には、まず、1977年に同
館の動物調査隊に参加した森岡弘之が設立経緯及び当時の
組織や研究活動を報告したものがある4）。管見の限り、次に

確認できるのは 2000年代の論考である。2007から 2008年
度に文部科学省委託事業「地域と共に歩む博物館育成事業」
の各国等比較調査研究で、遠藤聡が基盤法令「1998年国立
博物館法」の紹介を5）、高橋信裕が博物館組織の変遷、法令、
フィリピン人博物館の展示紹介を行っている6）。また、フィ
リピン人博物館の開館と独立革命百周年の関係を取り上げ
た小川英文の 2009年の論考7）、米倉立子による 2010年のマ
ニラの博物館訪問記の一部に国立博物館の展示内容や展示
風景の紹介がある8）。
　しかし、これらの研究では、1901年の設立から現行体制
が調うまでの経緯を政治・社会情勢とともに辿り、国立博
物館の使命を位置づける作業はなされていない。また、マ
ニラの国立博物館施設に関する現地調査は見られるが、地
方の分館は取り上げられていない。
　そこで本稿では、第 2節で政治・社会情勢とともに同館
の成立経緯を辿り、第 3節でその使命を確認する。第 4節
では、二つの地方分館を含む活動の現状を取り上げ、同館

フィリピン国立博物館の文化政策的役割に関する基礎調査報告
－成立経緯、使命、活動の現状－

A Report on the role of the National Museum of the Philippines in the national 
cultural policy: its history, mission and current activities

寺　田　鮎　美 *1

Ayumi TERADA

和文要旨
　フィリピンは多島海国家、多民族国家であることを特徴とし、これまで外国の侵略や支配によって政治・文化的に大き
な影響を受けてきた。フィリピン国立博物館は国内最大の博物館組織であり、フィリピンが特徴とする自然及び文化の多
様性や歴史的背景のもと、国の文化政策を担う立場にある。本稿は、これまでわが国で取り上げられる機会が限られてい
たフィリピン国立博物館について、その文化政策的役割に着目した基礎調査報告である。1901年に設立されたフィリピン
国立博物館の成立経緯を政治・社会情勢とともに概観し、現行体制の根拠法となる「1998年国立博物館法」に掲げられた
使命を確認したのち、2013年に実施した現地調査より、マニラの国立フィリピン人博物館、国立美術館、開設準備が進め
られる国立自然史博物館、及び地方に設立された分館のうちアンゴノ洞窟壁画遺跡博物館、バタネス分館の活動の現状を
紹介し、今後の課題や展望を研究するための基礎資料を提示する。

Abstract
　The Philippines is a multiethnic nation based in an archipelago, whose culture has been historically influenced by a number of 
incursions and dominance by foreign countries.  This report presents preliminary results of the author’s research project that explores 
the role of the National Museum of the Philippines – which consists of several state-run museums and has not been explored in depth in 
Japan to date – in the cultural policy of the nation.  It reviews the process by which the Museum was established in 1901 and developed 
gradually in the following decades in relation to the Philippines’ changing social and political circumstances.  The Museum’s mission 
stated in the “National Museum Act of 1998” is scrutinized, and an illustration of several activities currently carried out by the National 
Museum of the Filipino People, the National Art Gallery, the Natural History Museum in Manila, the Angono Petroglyphs Site Museum, 
and the Batanes Branch Museum is given.  This report is based on the author’s survey implemented in 2013 and aims to offer basic data 
for future research on the National Museum of the Philippines.

*1　東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄付研究部門　特任助教 Affiliate Assistant Professor,Intermediatheque Department, The University Museum, The University of Tokyo
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国立博物館の動き フィリピンの主な政治・社会情勢
設
立
初
期
（
１
９
０
０
年
代
）

1901年 10月 29日
「民族学・自然史・交易に関する島国博物館」と名づけられた国立博物館が誕生（フィ
リピン委員会法令第 284号）、民族学調査局を補完、民事担当省管轄。
1904年
セントルイス万国博覧会後、「フィリピン博物館」と改名。
1905年
民族学調査局は独立部局から民族学部門に統合され、教育省のもとに設置。
1906年
民族学調査局が科学局へと移管。

1896年、フィリピン革命戦争始まる。
1898年、米西戦争始まる。12月 10日、パリ条約でスペインがフィリピンをアメリカ
に譲渡。12月 21日、米大統領マッキンリーが「友愛的同化」政策を発表。
1899年 1月 23日、フィリピン第一共和政発足。3月 4日、実質的にフィリピンを統
治するための第一次フィリピン行政委員会がアメリカから到着。2月 4日、アメリカ
統治に対する反発から米比戦争勃発。
1901年 1月 21日、初等教育義務制度の開始。7月 4日、ウィリアム・タフト米初代総督（第
二次フィリピン行政委員会委員長）に就任。8月 23日、アメリカ人教師ら 540人が汽
船「トーマス」号で到着。
1902年 7月 1日、米国議会がフィリピン組織法公布。7月 4日、ローズベルト米大統領、
フィリピンの「反乱終息」を宣言。
1903年 8月 26日、米国費留学制度創設。
1907年 7月 30日、第 1回フィリピン議会選挙。
1908年 6月 8日、フィリピン大学設立法案成立。

発
展
期
（
１
９
１
０
年
代
か
ら
１
９
４
０
年
代
）

1916年
フィリピン博物館の民族学・美術部門は「フィリピン図書館・博物館」の創設のため
に科学局から移管となる（フィリピン委員会法令第 2572号）。自然史部門は科学局に
据え置かれる。
1928年
12月 7日「フィリピン島国立博物館」が農業・天然資源省のもとに創設（フィリピン
議会法令第 3477号）。
1933年
「フィリピン島国立博物館」が廃止（フィリピン議会法令第 4007号）。美術部門は「国
立博物館・図書館」（フィリピン図書館・博物館）に、民族学部門は科学局に移管。
民族学部門と自然史部門は統合され、「国立博物館課」となり、「自然史博物館課」に
改名。
1939年
自然史博物館課は農業・交易大臣事務局のもとに移管（独立準備政府法第 453号）。
この部門は後に国立図書館の美術部門と合併し、「国立博物館」となり、行政事務官
局に移管。
1945年
日本の軍政に対抗したアメリカによるマニラ奪回戦の際には国立博物館のコレクショ
ンの 95％が爆撃により失われる。

1909年 8月 5日、ペイン・オルドリッチ関税法制定、米国との自由貿易開始。
1916年 8月 29日、ジョーンズ法（フィリピン自治法）成立。10月 16日、二院制議会新設。
1933年 1月 17日、米議会でフィリピン独立を認めるヘアー・ホーズ・カッティング
（HHC）法が成立するも、独立後も米軍基地の存続を認めていることを理由にケソン
が反対。10月、同法案をフィリピン議会上院・下院ともに反対決議。
1934年 5月 1日、フィリピン議会がタイディングズ・マグダフィー法を承認、フィリ
ピン独立が 1946年 7月 4日に決定。
1935年、独立準備政府（コモンウェルス）発足。初代大統領にマニュエル・ケソン。
1937年 12月 30日、タガログ語を国語の基礎とする大統領宣言。
1941年 12月 8日、大東亜戦争（太平洋戦争）勃発。
1942年、日本軍マニラ占領、軍政開始。
1943年 10月 14日、フィリピン共和国成立、第二共和制へ（ホセ・ラウレル大統領）。
1945年、米軍マニラ到着、コモンウェルス政府復帰。8月 15日、日本軍降伏

戦
後
新
体
制
期
（
１
９
５
０
年
代
か
ら
１
９
９
７
年
）

1951年
大統領令第 392号により、国立博物館は教育省のもとに置かれる。戦争による壊滅的
な状態からの復興に取り組む。
＊ 1969年
遺跡付属博物館や分館の設置開始。
＊ 1975年
リサール公園内にプラネタリウム開設。
1978年
国立博物館が農業省庁舎（現在は旧観光省庁舎）から旧国会議事堂に移される。
1979年
14の展示室が旧国会議事堂建物内に開設。
1979-82年
収蔵品を旧議事堂内に移設。
1982年
2階と 3階の一部にある 10の展示室が国内の参照標本、収蔵庫、学芸室のために割り
当てられる。植物、動物、地質、先史・考古学の展示は建物の 2・3階の廊下に設置。
＊ 1987年
すべての分館が国立博物館に管理移管。
＋ 1988年
6月 12日から 1年間、全国教育基金キャンペーンの指揮を執る権限を国立博物館に付
与（大統領宣言第 270号）。
1994年
フィデル・ラモス大統領により、スペイン船サンディエゴ号を展示するために財務省
庁舎が博物館に提供されることが決定。
1996年
1月 26日、国立博物館群の復興を監督する大統領府委員会創設の行政命令の布告。フィ
リピン議会がすべての建物から退去したため、博物館は旧財務省庁舎、旧国会議事堂
及び旧観光省庁舎の 3つの建物を占有し、リサール公園を囲む現在の場所に残る。

1946年 7月 4日、アメリカから独立しフィリピン共和国成立、マニュエル・ロハス大
統領による第三共和政発足。
1947年 3月 14日、アメリカとの軍事基地協定締結。3月 21日、米比相互軍事援助協
定締結。
1948年 4月 15日、ロハス急死、エルビディオ・キリノが大統領就任。
1965年 12月 30日、フェルディナンド・マルコス、フェルディナンド・ロペス正副大
統領に当選。
1966年 9月 16日、アメリカと軍事基地供与期間を 25年（1991年まで）に短縮する
協定に調印。
1970年 1月 26日、フィリピン大学構内で学生運動勃発、マルコス大統領が戒厳令布
告の可能性を警告。
1972年 9月 21日、マルコス大統領が戒厳令を布告。ベニグノ・アキノ上院議員ら活
動家を一斉逮捕。
1976年 12月 23日、モロ民族解放戦線と暫定和平協定（トリポリ協定）締結。
1978年、国民議会選挙で与党新社会運動（KML）が圧勝。
1979年 1月 7日、比米軍事基地協定改定合意文書に調印、基地の合同使用を認める。
1981年 1月 17日、戒厳令を解除。6月 16日、マルコス大統領が三選。
1983年 6月 1日、比米軍事基地協定改定合意文書に調印。8月 21日、ベニグノ・ア
キノ元上院議員暗殺。妻のコラソン・アキノ大統領選出馬表明。
1986年 2月 22日、「ピープル・パワー」爆発、マルコスの選挙不正に対する反マルコ
スデモ勃発。2月 25日、コラソン・アキノが大統領に就任、マルコス夫妻米国に脱出。
1987年 5月 11日、上下両院選挙実施、与党ラバン圧勝。
＋ 1987年、フィリピンの文化財保護を謳った新憲法（1987年憲法）成立。
＋ 1988年、1998年までの 10年間を「フィリピン・ナショナリズム、独立国家、フィ
リピン革命運動 100周年の 10年」とすることが決定（大統領宣言第 269号）。
1989年 12月 1日、国軍改革派クーデター未遂。6日アキノ大統領国家非常事態宣言。
7日、マカティ地区の反乱軍部隊投降。
1990年 1月、「ラグナ銅板碑文」発見。スペイン統治前のフィリピン古代史発見となる。
1991年 9月 16日、上院が米軍基地撤廃を決議。92年末までにアメリカ軍撤退完了。
1992年 6月 30日、フィデル・ラモス、ジョセフ・エストラダ正副大統領に就任。
1996年、モロ民族解放戦線と和平協定締結。モロ・イスラム解放戦線は政治的運動を
続行。

現
行
体
制
構
築
期
（
１
９
９
８
年
以
降
）

1998年
2月 12日、「1998年国立博物館法」が調印を迎える（共和国法第 8492号）。この法令
により、国立博物館は旧議事堂、旧観光省および旧財務省庁舎の 3つを占有する独立
組織として確立。博物館は教育・文化・スポーツ省から切り離され、大統領府直轄と
なる。
＊ 1998年
アンゴノ分館の設置。
＊ 2014年
バタネス分館開館予定。
＊ 2015年
マニラに自然史博物館開館予定。

1998年、ジョゼフ・エストラーダ大統領就任。
2000年 11月、エストラーダ大統領が不正蓄財疑惑により弾劾、退陣。
2001年、副大統領グロリア・マカバガル・アロヨが大統領就任。
2010年 6月、ベニグノ・アキノ 3世が大統領に就任。

（出典：国立博物館報告書及び鈴木静夫「フィリピンの歴史・略年表」等より筆者作成）10）

表 1　フィリピン国立博物館の成立経緯
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創設、1908年のフィリピン大学設置法案成立等、米を模範
とした近代教育制度の整備に着手した時期を背景としてい
る点が指摘できよう。森岡は「科学局時代はアジアでもっ
とも活動的な研究所のひとつ」であり、その証左として
『Philippine Journal of Science』の知名度を挙げており、民族
調査を主目的とした当初の任務に対し、「動・植・地学関係
の標本の収集は初めから科学局の所管であった」と述べて
いる13）。

2-2．発展期（1910 年代から 1940 年代）
　博物館の発展の道筋は、1916年以降の一連の組織統合や
移管措置に見ることができる。1916年はワシントン常駐の
比議会代表で後の大統領マヌエル・ケソンが「ジョーンズ法」
成立に貢献し、米国議会が初めてフィリピン独立に法的基
礎を与えた年であり14）、名目ばかりではない独立に向けた
政治的動きのなかにあった。同年、フィリピン委員会法令
第 2572号に基づき、フィリピン博物館の民族学・美術部門
は「フィリピン図書館・博物館（Philippine Library and 

Museum）」の創設のために科学局から移管された。一方、
自然史部門は科学局に据え置かれる。このことから、自然
史部門では標本の充実と研究を重視する科学局時代の方向
性が継続していたことが推測されよう。
　1928年 12月 7日には、「フィリピン島国立博物館（National 

Museum of the Philippine Islands）」がフィリピン議会法令第
3477号により、農業・天然資源省の下に創設される。ここ
で初めて名称に「国立」が冠された点は注目に値する。本
稿が参照した報告書にはこれに関する具体的な記述が見ら
れないため、その調査は今後の課題であるが、1920年代末
のフィリピンでは 1909年に始まった米との自由貿易開始に
より、砂糖・タバコなどが無関税で貿易可能となり、教会
領や個人の大農園がより営利的な経営形態をとり始め、農
民社会に大変革が訪れていた15）。また、米資本による植民
地の天然資源の開発はアメリカにとり重要な政治課題で
あったと考えられるため、このような米との関係性は念頭
に置いて良いだろう。これは後に博物館が農業・交易大臣
事務局の所管になることとも関係すると思われる。
　このフィリピン島国立博物館は 1933年にはフィリピン議
会法令第 4007号により廃止される。その結果、美術部門
は「国立博物館・図書館（National Museum Library）」（フィ
リピン図書館・博物館）に、民族学部門は科学局に移管と
なる。この民族学部門と自然史部門は統合され、「国立博
物館課（National Museum Division）」となり、「自然史博物
館課（Natural History Museum Division）」に改名される。さ
らに、自然史博物館課は独立準備政府法第 453号により、
1939年に農業・交易大臣事務局の下に移る。この部門は後
に国立図書館の美術部門と合併し、「国立博物館（National 

Museum）」となり、行政事務官局の下に置かれた。
　このように、「国立博物館課」を名乗る組織で成立経緯を
異にした民族学部門と自然史部門の統合が行われたこと、

の今後の課題や展望を研究するための基礎資料を提示する。

2．国立博物館の成立経緯

　本節では、フィリピン国立博物館の成立経緯について、
設立 100年を記念して 2001年に同館が発行した報告書9）を
もとに、フィリピンの主な政治・社会情勢を合わせて記述
する。両者の関係は表 1にまとめた。国立博物館の動きに
関する 4期の時代区分は博物館の報告書に基づく。

2-1．設立初期（1900 年代前半）
　1896年の比独立革命を支持したアメリカが 1898年にス
ペインとの戦争に勝利し、フィリピンはアメリカに譲渡さ
れた。翌 99年には独立国家としてフィリピン第一共和政が
発足するものの、アメリカは合法的な新たな支配者として
「友愛的同化政策」を掲げ、植民地支配を開始する。
　このような米統治下で、フィリピン国立博物館は 1901年
10月 29日に誕生する。当初は、非キリスト教集団を担当
する民族学調査局を補完する役割を担うため、フィリピン
委員会法令第 284号により「民族学・自然史・交易に関す
る島国博物館（Insular Museum of Ethnology, Natural History, 

and Commerce）」と名づけられ、民事担当省の下に置かれた。
この点から、同館の設置目的とは、反アメリカ統治の社会
不安（米比戦争）を背景に、フィリピン全土の民族調査を
行い、反対勢力を統治しようとする米の政治的施策の一環
であったことが窺える。
　1904年に米で行われたセントルイス万国博覧会開催後に
は、「フィリピン博物館（Philippine Museum）」と改名する。
セントルイス万博では当時の比総督ウィリアム・タフトの
後押しで建設された「フィリピン村」に植民地住民の集落
を再現し、1200人もの諸部族の人々を生活させる展示が行
われた。楠元町子は、米はこの展示を利用し、世界の遅れ
た地域を近代化させるという目的による植民地化の正当性
を世界にアピールしようとした点を指摘している11）。博物
館の改名理由は本稿が参照した報告書に定かではないが、
この博物館と万博の関係性の検証は今後の課題として興味
深い。
　1905年には民族学調査局が独立部局から教育省の下にあ
る民族学部門に統合、翌 1906年、この部局は科学局へと移
管された。この動きは、1902年に米大統領ローズベルトが
出した「反乱終息」宣言に表れるように、「友愛的同化政策」
を掲げた米のフィリピン統治が現地住民に揺るぎない親米
感情を植えつけ、フィリピン組織法の公布がフィリピン議
会（下院は選挙、上院は米国によるフィリピン行政委員会
が担当）の設立を決める等、米による植民地支配の枠組み
が成立し12）、当初博物館に課された米統治のための民族調
査という目的が不要になったものと考えられる。
　さらに、この経緯は、1901年の初等教育義務制度の導入
と米人教師らの来比、1903年のアメリカへの国費留学制度
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がこの建物内に開設された。もともと博物館の建物だった
ものを、戦後、国会議事堂に利用したため、この展示室は
第二次世界大戦で失われた元来の建築計画に沿って改築が
行われた。1979年から 82年にかけては、収蔵品が旧議事
堂内に移される。82年には、2階と 3階の一部にある 10の
展示室が国内の参照標本、収蔵庫、学芸室のために割り当
てられた。植物、動物、地質、先史・考古学の展示は建物
の 2・3階の廊下に設けられた。
　続いて、反マルコス運動から大統領に就任したコラソン・
アキノ政権下では、現在の国立博物館制度の確立に関わる
重要な施策が出された。アキノは 1983年に暗殺されたベニ
グノ・アキノ元上院議員の妻であり、1986年に「ピープル・
パワー」と呼ばれるマルコスの不正選挙に対する反対デモ
の勃発を背景に政権を樹立している。遠藤によれば、アキ
ノ政権の誕生とともに、翌年フィリピンの文化財保護を謳っ
た新憲法（1987年憲法）が制定され、1988年には向こう
10年間を「フィリピン・ナショナリズム、独立国家、フィ
リピン革命運動 100周年の 10年」とすることが決定された
（大統領宣言第 269号）。また同年 6月 12日から 1年間、全
国教育基金キャンペーンの指揮を執る権限が国立博物館に
与えられた（大統領宣言第 270号）21）。失策が続いたアキ
ノ政権の 6年間を肯定的に捉える人は少ないと評されるが、
社会の公の場で英語を通用させてきたフィリピンにおいて
国語問題に真剣に取り組み、フィリピン人の誇りをもち、
国家を愛し、伝統的な価値観を呼び起こさせるための文化・
教育に関する施策を行った点を評価する向きもある22）。こ
のことは直接・間接的に国立博物館の担う文化政策的役割
に大きく影響したのではないかと考えられる。
　国立博物館の現行体制構築期につながる重要な施策を講
じた大統領にフィデル・ラモスがいる。1994年ラモス大統
領はスペイン船サンディエゴ号を展示するために財務省庁
舎を博物館に提供することを決定する。サンディエゴ号は
16世紀末の商船であるが、マニラ湾に攻め込むオランダ艦
隊の迎撃のために急遽戦艦に改装された23）。この戦争は決
定的な勝敗がつかないまま、サンディエゴ号は海中に沈む。
サンディエゴ号の発掘は 1991年から 93年にかけて、仏調
査隊と国立博物館が共同で行った。発掘調査終了後、陶器
をはじめとした当時の交易品や武器などの出土品は旧国会
議事堂で展示されたが、その後海外に持ち出され、1994年
のパリを皮切りに欧米で展覧会が開催されると、結局 1997

年末まで国内に戻らなかった。ラモス大統領の上記決定は、
フィリピンで出土したものを国内で展示すべきであるとい
うナショナリズムを背景とした国民感情に配慮したもので
あったと言われる。
　続いて、ラモス大統領は 1996年 1月 26日、国立博物館
群の復興を監督する大統領府委員会創設の行政命令を出す。
同年半ばには比議会がすべての建物から退去し、国立博物
館は旧財務省庁舎、旧国会議事堂及び旧観光省庁舎の 3つ
の建物を占有し、現在の場所に留まることになった。

また美術部門がさらに合併し「国立博物館」という名称が
使用されたことは、他分野を一つの組織下に抱えるその後
の国立博物館の性格付けの基盤となったと考えられる。ま
た、同時期の 1934年にはフィリピンの独立を約束するタイ
ディングス・マクダフィー法がフィリピン議会で承認され、
翌年、フィリピン独立が独立準備政府の発足というかたち
で実現する。「国立博物館」という名称の使用やそのアイデ
ンティティ形成との影響関係は今後注目すべき調査課題で
あろう。
　このように発展を遂げた国立博物館であったが、1942年
から 45年までの第二次世界大戦時には壊滅的な被害を受け
ることになる。日本は米軍を放逐し、マニラに進駐する。
日本が敗戦を迎える 1945年の米マニラ奪回戦の際には国立
博物館の建物はもちろん、収蔵品の 95％が爆撃により失わ
れた。

2-3．戦後新体制期（1950 年代から 1997 年）
　1946年 7月 4日にフィリピンは米からの独立を果たした。
第三共和政の大統領マニュエル・ロハスの急務は治安の回
復にあり、反政府軍との国内対立の激化や冷戦構造を反映
し、1947年には対米軍事基地協定及び米比相互軍事援助協
定を締結する16）。この頃、国立博物館は 1951年の大統領令
第 392号により教育省の下に置かれた。当時の大統領は、
遊説中に急死したロハスに代わり就任し、内政よりも外交
を得意としたエルビディオ・キリノであった。
　米との蜜月関係は博物館の復興にも反映される。森岡に
よれば、経済的な困難のなか、アメリカの博物館との協同
による探検・調査が行われたという。この調査は「ニューヨー
ク、シカゴ、エール大学などの博物館が資金を提供し、フィ
リピン国立博物館が人員を提供して行われ、採集した標本
は両者の間で折半するものであった」17）。このやり方には
米の植民地主義が色濃く残るものの、戦後の復興に大きく
貢献したことは間違いないと言えよう。また、美術コレク
ションは画家や個人、企業からの寄贈が行われ、徐々に充
実していった18）。
　1975年、リサール公園内にプラネタリウム設置を後押し
したのはイメルダ・マルコス夫人であった19）。続く国立博
物館の整備も、フェルディナンド・マルコス政権下で行わ
れた。1965年にマルコス大統領が就任した頃は、米のベト
ナム介入が本格化した時期と重なり、フィリピンは米の最
重要基地となっていた20）。国庫が空の状態で支出が収入を
著しく上回り、食糧の自給にも失敗するなか、マルコスは
米の勢力圏の維持と拡大に協力し、自らの政権維持と強権
化を図った。恐怖政治あるいは腐敗政治と評され、対外債
務を大幅に膨らめていったマルコス政権であったが、この
時期に建物等の国立博物館のハード面に発展が認められる
のは興味深い。
　1978年に博物館組織は農業省庁舎（現在は旧観光省庁舎）
から旧国会議事堂に移されると、翌 79年には 14の展示室
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リピン国家文化（Filipino national culture）」という概念が文
化政策的に強く打ち出されている点が注目できる。

3-2．第３条：役割（国立博物館の用途変更）
　第 3条の第 1段落では、第 2条で提示した政策を実行す
るため、国立博物館に独立性と自律性が保障され、教育・
文化・スポーツ省や国家文化芸術委員会に従属していた従
来の組織構造を転換し、大統領府の下に独立予算が組まれ
ることが謳われる。これは、国の文化政策の担い手として、
国立博物館の存在の重要性が拡大した表れと見ることがで
きよう。
　同条第 2段落では、国立博物館とはコミュニティとその
発展に資する永続的組織であり、人々が利用しやすく、営
利を目的としないものであること、人類及び人類を取り巻
く環境に関する物的な証拠を獲得、保存、研究及び公開す
ること、研究・教育・娯楽を目的とするこれらの活動を広
く公衆に知らしめることが役割として記載される。
　第 3段落にある国立博物館の第一義の使命は、資料の獲
得、保存、展示、また、学術的研究の推進及び美術作品、標本、
文化・歴史遺物の鑑賞の振興であると規定する。これはイ
コムの国際的な博物館の定義やわが国の博物館法にある博
物館一般の目的とほぼ共通する内容である。

2-4．現行体制構築期（1998 年以降）
　現行体制にとって最重要と呼ぶべき出来事は「1998年国
立博物館法」として知られる共和国法第 8492号が 1998年
2月 12日に調印を迎えたことである。この法令により、国
立博物館は先の 3つの建物を占有する独立組織として確立
した。また、博物館は教育・文化・スポーツ省から切り離
され、大統領府直轄となった。
　法令制定直後の同年 6月には比独立革命 100周年記念式
典の一環として、4-2で展示内容を紹介する「国立フィリピ
ン人博物館（National Museum of the Filipino People）」が開館
する。小川は、100周年事業を推進してきたラモス大統領
にとり、国立博物館は「フィリピン人としての国民意識の
育成と高揚を明確に打ち出すもの」と位置づけられ、先述
の大統領府直轄の特別委員会の設置のみならず、ラモス夫
人が率先して新博物館設置の資金援助を民間に求める活動
を展開してきた結果として、「フィリピン人としてのアイデ
ンティティを確立するための啓蒙・教育に特化した博物館
が実現した」と述べている24）。同時期はアジア通貨危機と
いう未曾有の困難な社会状況下にあったにもかかわらず、
フィリピンのアイデンティティに関わる国家事業であると
いう側面が、国家として博物館整備を推進した理由である
と考えられるだろう。

3．国立博物館の使命

　次に、以上の成立経緯を踏まえ、現行の国立博物館体制
の根拠法を取り上げる。法律の正式名称は「共和国法第
8492号　国立博物館を設立し、その占有施設及びその他の
存在目的を提供する法律（Republic Act No. 8492 AN ACT 

ESTABLISHING A NATIONAL MUSEUM, PROVIDING FOR 

ITS PERMANENT HOME AND FOR OTHER PURPOSES）」
であり、本稿でも既に呼び習わしているように、第 1条で
「1998年国立博物館法（National Museum Act of 1998）」と呼
称することが定められている25）。
　この根拠法は、先述の通り、遠藤や高橋による紹介が既
にあるが26）、本稿では特に第 2条の政策宣言、第 3条の役
割（用途変更）、第 6条の目的を取り上げ、国立博物館の使
命を改めて確認する。条文原文は表 2に示した。

3-1．第２条：政策宣言
　第 2条では、フィリピン人の文化的発展を追求し、支援
することが国家の政策であり、そのために自由な芸術的・
知的表現が可能な環境という多様性のなかで、統一性の原
則に基づき、フィリピンという国の文化を保存・充実・発
展させるという方針が示される。
　ここには多様性の尊重と統一性の原理の重視という、一
見相反するようにも思われるフィリピン文化の両側面が語
られる。自由な表現を担保する多様性を認めながらも、「フィ

Section 2.
Declaration of 
Policy.

It is the policy of the State to pursue and support the cultural development 
of the Filipino people, through the preservation, enrichment and dynamic 
evolution of the Filipino national culture, based on the principle of unity in 
diversity in a climate of free artistic and intellectual expression.

Section 3. 
Conversion of 
t h e  N a t i o n a l 
Museum.

To implement the above declared State policies, and to ensure its 
independence and autonomy, the present National Museum hereafter 
referred to as the National Museum, is hereby converted into a trust of 
the government. The National Museum is detached from the Department 
of Education, Culture, and Sports and from the National Commission for 
Culture and the Arts. It shall be placed solely for budgetary purposes under 
the Office of the President.
The Museum, as established under this Act shall be known by the name 
of “National Museum” and by the name shall known and have perpetual 
succession with the power, limitations, and restriction hereafter contained 
and no other.
The National Museum shall be permanent institution in the service of the 
community and its development, accessible to the public, and not intended 
for profit. It shall obtain, keep, study and present material evidence of man 
and his environment. The National Museum shall inform the general public 
about these activities for the purpose of study, education and entertainment.
The primary mission of the National Museum shall be to acquire 
documents, preserve, exhibit and foster scholarly study and appreciation 
of works of art specimens and cultural and historical artifacts. Pending 
its reorganization by the Board of Trustees, the National Museum shall 
be composed of the Museum structure, organization and its collections, 
properties, assets and liabilities.

Section 6. 
Objectives.

The Museum shall have the following objectives: 
6.1 As an educational institution, the National Museum shall take the lead 
in disseminating knowledge of Filipino cultural and historical heritage and 
developing a corps of professional knowledgeable about the preservation, 
enrichment and dynamic evaluation of the Filipino national culture.
6.2 As a scientific institution, the Museum shall continue to conduct basic 
and systematic research programs combining integrated laboratory and 
field work in anthropology and archaeology, geology and paleontology, 
botany, and zoology. It shall maintain reference collections on these 
disciplines and promote scientific development in the Philippines.
6.3 As a cultural center, the Museum shall take the lead in the study and 
preservation of the nation’s rich artistic, and cultural heritage, in the 
reconstruction and rebuilding of our past, and the development of the 
national cultural wealth.

表 2　1998年国立博物館法条文（第 2条、第 3条及び第 6条を抜粋）
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162,297,558.16ペソ（約 3億 2,500万円）であり、年々増加
傾向が見られる。雑収入は多い年でも 2006年の 11,918.60

ペソ（約 2万 3,800円）に過ぎない。人的役務と施設維持
管理を合わせた支出も、収入に伴い年々増加していると言
える。

4-2．マニラの国立博物館群の概要
　現在、首都マニラでは 3つの占有建物のうち 2施設が公
開される。1つめは 2-4で述べた「国立フィリピン人博物館」
である。旧財務省庁舎を改修し、1998年に開館した。前述
のように、この整備は比共和国独立 100周年の公式記念事
業の一つとして進められた。2つめは「国立美術館（National 

Art Gallery）」で、旧国会議事堂を改修し、2007年に開館した。
2012年には一部改修工事を終え、再開館を迎えている。
　両館の開館時間は火曜日から日曜日の 10時から 17時で、
入館料は学生が 50比ペソ（約 100円）、シニアが 120ペソ（約
240円）、大人が 150ペソ（約 300円）である29）。51人以上
の団体には割引があるほか、日曜日は入館料無料となって
いる。
　そのほか、同じくリサール公園内にある 1975年に開設さ
れたプラネタリウムも国立博物館の一部を構成する30）。投
影プログラムのほか、ドーム周囲に展示が設けられている。
　過去 6年の年間あたりの総来館者数を見ると31）、フィリ
ピン人博物館は 2006年 81,505人、2007年 93,728人、2008

年 97,298人、2009年 95,649人、2010年 78,736人、2011年
113,516人であり、約 8万から 11万人を推移している。
2007年に開館した美術館は年々伸びを見せ、2007年 16,490

人、2008年 42,762人、2009年 48,052人、2010年 65,204人、
2011年 129,025人であり、2011年は一部改装中にもかかわ
らず、前年度比 2倍近くの約 13万人となっている。
　フィリピン人博物館の展示内容はフィリピンの歴史と民
族を中心とし、難破船サンディエゴ号に関するジオラマ、5

世紀に亘る海洋貿易、フィリピン人の起源、考古学的宝物、
フィリピン人とその豊かな文化遺産を見ることができる32）。
　フィリピン人という括り方をしながら、各地域の民族の
生活や文化を伝える展示を展開しており、根拠法第 2条で
確認したフィリピン文化の多様性と統一性のバランスを図
ろうとする様子が窺われる。
　美術館の展示では、19世紀の著名な比人画家フアン・ル
ナ及びフェリックス・レスレクシオン・イダルゴの名作、
17-19世紀の植民地時代の宗教美術、歴史・政治的出来事を
描いた最初期のフィリピン絵画、フィリピン美術における
アカデミズムとロマン派及び 19世紀絵画、国民的英雄ホセ・
リサールの美術作品、ルナ及びイダルゴ以降及び彼らの後
継者の作品、フィリピン近代美術の巨匠の作品、フィリピ
ンにおける医学の発展を描いたカルロス・フランシスコに
よる 4枚の壁画を見ることができる33）。
　筆者の見た限りではすべて比人芸術家による絵画や彫刻
が並んでおり、フィリピン美術を体系的に紹介しているの

　このように、博物館の基本機能としては国際的に共通す
る記述が見られるが、とりわけ国立博物館に独立した強力
な地位を与えている点が特徴であると言える。

3-3．第６条：目的
　第 6条で付託された国立博物館の役割は以下の 3つであ
る。下線は筆者による。
1） 「教育機関」として、フィリピンの文化・歴史遺産に関
する知識の普及とフィリピンという国の文化の保存・充
実・発展に関する専門知識の発展の牽引役となること。

2） 「研究機関」として、人類学・考古学、地質学・古生物学、
植物学、動物学といった各研究領域にまたがる研究体制
や野外調査を兼ね備えた基礎的・系統的な研究プログラ
ムを指揮すること。これら各分野の参照標本を維持管理
し、フィリピンの学術発展に資すること。

3） 「文化拠点」として、国家の歴史を再構成し、国の文化
遺産を発展させ、国内の豊かな芸術・文化遺産の研究及
び保存を牽引すること。

　いずれの役割にも、下線で示したように、フィリピンと
いう国に焦点を当てていることがわかる。ここにも国の文
化政策として、特に内政的側面を見出すことができるのが
特徴と言えるだろう。フィリピンの文化・歴史遺産にアイ
デンティティと誇りを見出し、国家としてのまとまりを構
築しようとする姿勢が指摘できよう。

4．国立博物館の活動の現状

　前節で見たように、国立博物館はその根拠法の中で、文
化的多様性と統一性の原理の尊重という両面の文化政策的
役割を担い、独立した組織としての地位を与えられ、フィ
リピン文化にアイデンティティと誇りを見出すように導く
使命が付託されている。その使命の下にある活動の現状に
ついて、2013年の現地調査結果を中心に報告する。

4-1．組織と予算
　現在の組織は、12名から成る評議会を最高意思決定機関
とし、2011年時点では、職員は館長室 10名、事務部 45名、
人類学部門 11名、考古学部門 35名、考古遺跡・分館部門
67名、美術部門 10名、植物部門 13名、保存科学室 9名、
文化財部門 13名、地質部門 8名、博物館教育部門 18名、
プラネタリウム 8名、修復部門 21名、動物部門 17名の計
285名となっている27）。
　予算を見ると、収入はほぼ 100％を政府助成が占める28）。
過去 6年の年度別の推移は、2006年 108,973,511.75比ペソ（１
ペソ＝ 2円に換算して約 2億 1,800万円、以下同様に換算）、
2007年 126,050,013.37ペソ（約 2億 5,200万円）、2008年
126,640,131.10 ペ ソ（ 約 2 億 5,300 万 円 ）、2009 年
126,375,491.87 ペ ソ（ 約 2 億 5,300 万 円 ）、2010 年
155,122,944.07 ペ ソ（ 約 3 億 1,000 万 円 ）、2011 年
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設しており、自然史博物館の設立にその一部を使えるよう
調整中とのことであった。

4-4．遺跡博物館及び分館の概要
　マニラの博物館群に対し、分館は地方に設置され、地方
の文化政策に寄与している。1969年頃から、国立博物館は
遺跡に付属する博物館や様々な地域に分館を設立してきた37）。
これらは 1981年設置の考古遺跡・分館部門が管轄し、同館
の公共サービスを草の根レベルでより身近なものとする役
割を担う。機能には、地方の博物館や遺跡付属博物館にお
ける展示を通じて文化遺産を振興し、文化的啓発を行うこ
と、国立博物館の野外調査を支援すること、地方自治体と
地域の利害関係者の関係性を作ることが挙げられる38）。当
初は国立博物館に所属せず、所有者との契約により利用が
許可されていたところもあったが、1987年にすべて国立博
物館に移管された。次に紹介する「アンゴノ洞窟壁画遺跡
博物館（Angono Petroglyphs Site Museum）」を含め、これま
でに 19の分館が各地に作られている。
　分館の管理運営については、1998年国立博物館法の第 16

条の地方分館の監修によれば、館長が副館長を通じて分館
を総合的に監修するという職掌が明記されており、地域に
根ざした活動を目指しながら、中央集権的な制度であるこ
とが指摘できる39）。

4-5．アンゴノ洞窟壁画遺跡博物館
　「アンゴノ洞窟壁画遺跡博物館」（以下、アンゴノ分館）は、
リサール州のビナゴン町に位置し、アンゴノ町から約 3.5

キロメートル南東にある40）。リサール州は西部でマニラ首
都圏と接するベッドタウンであり、アンゴノ町は美術館や
芸術家のアトリエが集まり、アンゴノ芸術家村とも呼ばれ
ている。
　遺跡は 1965年に画家のカルロス・フランシスコがボーイ・
スカウトの一団との野外活動時に見つけたものである。フ
ランシスコは国立博物館にこの洞窟の存在を報告し、同年
10月には国立博物館の調査隊が現地を訪れ、調査を開始し
た。一連の発掘調査により、127の形象が描かれた後期先
史時代の壁画のみならず、洞窟やその周辺から石器、土器
破片、黒曜石の薄片や貝も発見された。調査を率いた考古
学者アルフレッド・エヴァンゲリスタや人類学者ジーザス・
ペラルタら国立博物館調査団メンバーによる研究報告がア
ンゴノ洞窟壁画遺跡を人々に知らしめていった。
　大統領宣言第 260号により、アンゴノ洞窟壁画は国指定
文化遺産となっている。また、国立博物館が管轄機関となり、
1993年 8月 15日にはユネスコ世界遺産の登録候補となる
国内暫定リストの文化遺産として「アンゴノ・トリグリフ
（Angono Triglyphs）」が登録された41）。さらに遺跡の文化的
価値に対する注目を高め、リサール州の文化・芸術遺産を
紹介する目的で、1998年にアンゴノ分館が設置されている。
　開館時間は月曜日から火曜日の 9時から 4時、土日祝日

が特徴である。また、政治・歴史的出来事を描いた絵画作
品やリサールの作品が美術史的な観点というよりも歴史的
な観点から展示されており、歴史博物館の要素を兼ね備え
ているように感じられた。
　高橋及び米倉による先行研究では、館内案内表示の不足、
展示・保存環境への技術的な配慮及び改善策の必要性を両
者ともに指摘しており34）、2013年時点でも同様の問題があっ
た。ただし、監視員の不在やインタープリター的人材の配
置がないという高橋の指摘については、2013年時点では、
両館で各階に 1名以上の監視員が配置されており、フィリ
ピン人博物館では 2名の専門解説員が学校団体対応等に従
事していることが確認できた。

4-3．国立自然史博物館の開設準備35）

　現在、マニラでは「国立自然史博物館（National Museum 

of Natural History）」の開館準備が 2015年に向けて進められ
ている。2012年 10月 29日にベニグノ・アキノ大統領が国
立自然史博物館の建設を宣言し、5億比ペソ（約 10億円）
の予算が旧観光省庁舎の改修費として割り当てられたとい
う。これまで自然史標本は既存の 2館の一角で展示されて
きた。
　自然史博物館はフィリピンの自然資源や生物多様性の豊
かさを伝えるだけでなく、より学術的な見識を備えた社会
を形成する研究拠点としてその重要性が捉えられ、次の目
標を掲げている。1）傑出した遺産の象徴として、旧観光省
の改修を行うこと、2）地質学、古生物学、植物学、動物学
について、国を代表する参照標本を永久的にかつ適切に保
管すること、3）研究や学術交流にとり近代的で十分な設備
を調えること、4）常設及び特別展示室において情報が豊富
で魅力的な公共的な展示を作ること、5）アクセス、学習、
鑑賞、そして楽しむことを促進するための世界レベルかつ
持続的な博物館運営を行うことの 5点である。前節で確認
した根拠法の使命に比べると、内政的な側面が薄まり、「近
代的な設備」、「公共的な展示」、「世界レベルの博物館運営」
といった文言からはグローバルな視点が感じられる。現時
点でこれを国立博物館の姿勢の変化であると速断はできな
いが、今後の研究で注目すべき点であるだろう。
　具体的な展示計画としては、4,000平米超の空間に 8つの
常設展示室と 2つの特別展示室を設え、前者ではフィリピ
ン列島に関する地質的歴史や特徴、豊かな鉱物資源、古代
世界を伝える化石、陸海の生物多様性を取り上げる構想を
もつ。中庭にはドーム屋根を渡し、温室植物園の設置が計
画されている。
　同館の整備に向けては、前述の 5億ペソの改修費は既に
国家予算として確定しているが、展示室、ホール、その他
の公共設備等の建設費用については、企業や非政府組織か
らの財政援助の獲得に取り組んでいるという。国立博物館
ではその活動や運営を支援するために企業や非政府から得
られた基金の運用管理を目的とする国立博物館基金36）を創
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目的は、地域の島々から発見された包括的かつ重要な標本、
美術作品やその他の地域の文化財を提示する情報・文化拠
点となることにある。地域に目を向けながらも、国立博物
館としてフィリピン国家の文化遺産や自然遺産を扱い、そ
の目的に適うことが意識されている。
　分館の建物には、バタン島南東部のウユガンに位置する
旧米沿岸警備隊のナヴィゲーション基地の転用が決まって
いる。この基地は 1971年に比政府に移管されたが、海岸に
面した丘に建つコンクリート造りの 6つの建物群はこれま
で利用の機会がなかったという。計画では、地域の文化遺
産や生物多様性に関する展示を行う常設展示室、教育プロ
グラムや文化イベントを行う多目的室、情報コーナー、カ
フェテリア、ミュージアムショップを備えたビジターセン
ター、博物館研究者たちの宿泊施設を備えた研究棟が作ら
れる予定である。現地で確認できた看板によれば、第 1期
建設工事費は 2,884万比ペソ（約 5,800万円）で、資金源は
4-3で述べた自然史博物館の追加予算と同様に国立博物館基
金とのことであった。
　筆者が訪れた 2013年 7月現在では、床材や窓サッシの建
材が運び込まれていたが、まだ作業開始に至らず、廃墟の
ような様子であった。ウユガンは州都バスコから車で 1時
間半以上かかる場所にあり、電気が通っていない。分館も
電気設備を設ける予定はなく、資料保存用の空調、展示室
の照明や空調問題に大きく影響する。窓を開放すれば、光
や風を室内に取り込むことができるが、海に面した丘状に
立地するため潮風が展示物に直撃することになる。これは
建物にも悪影響を与える。実際に窓がないままに 40年以上
も放置されていたコンクリートの建物は潮風にさらされ、
劣化が激しい状態にある。このような条件下で、計画通り
の博物館を建設するためにどのようにすればよいかという
のが目下の問題とのことであった48）。
　展示の準備は国立博物館の研究者が標本の採集・調査の
ために現地を訪れ、継続的な取り組みがなされており、バ
タネス遺産センター（Batanes Heritage Center）職員の協力
を得ている。同センターは州都バスコの教会裏手の建物に
オフィスを構え、バタネス地方特有の石造りの伝統家屋の
保存や地域の伝統工芸の振興を行うために NGOが運営する
組織である。採集したサンゴ・貝類、昆虫等の標本は、バ
スコから車で約 1時間、分館建設予定地からは 30-40分程
度離れたところにある旧保健センター内に収蔵し、遺産セ
ンター職員が週に 1回バスコから通い、部屋の換気等、最
低限の管理を行っている49）。ただし、こちらも電気がない
ため、資料保存環境が大きな問題となっていた。
　このような辺鄙な場所に分館を建設する理由には 2点が
挙げられる50）。1つは旧米沿岸警備隊の基地という利用可能
な既存の建物があったこと、もう 1つは、国内でも経済的
に貧しいバタネス州において、州都バスコではなく離れた
場所に博物館を作ることにより、その地域に観光客の来訪
の増加とそれに伴う地域住民の新たな雇用の創出といった

は予約制をとる42）。設備は平屋建ての博物館内の展示室 1

室のほか、遺跡前の観覧デッキがあり、アプローチには待
合用雨よけが備えられる。以前は壁画のすぐそばまで人が
近づくことができたが、落書き等人為的なものだけでなく、
酸性雨等の自然劣化の問題が深刻化したため、少しでも劣
化を免れるために保護柵と観覧デッキを設けたとのことで
ある43）。ただし、これらの設備も屋外にあるため、経年劣
化は避けられず定期的な補修が必要であり、観覧者の安全
性の確保が問題となっている。
　年間来館者数は 2006 年 15,748 人、2007 年 23,800 人、
2009年 13,589人、2010年 15,360人、2011年 11,296人であり、
約 1万人から 2万人強を推移している44）。
　展示室の展示内容は洞窟壁画の発見、発掘調査報告といっ
た遺跡に関する解説パネルが中心である。それに加え、文
字や形象が描かれた国内の遺物のレプリカを紹介する展示
が構成される。この遺物レプリカは国内各地から集められ
ており、このような点に、フィリピンの文化的多様性を表
現しようとする意図が見える。それと同時にフィリピンの
アイデンティティを象徴する代表的遺物を提示し、フィリ
ピン国家文化としての統一性とのバランスを取ろうとする
点はマニラのフィリピン人博物館の展示内容と共通すると
考えられる。 

4-6．バタネス分館
　国立博物館では、現在バタネス州に新たな分館建設を進
めている。バタネス州はフィリピン最北かつ最小の州であ
り、フィリピンと台湾を数珠状につなぐ結節域にある45）。
東は太平洋、西はシナ海に面している。バタネス諸島には
10の島、13の小島があり、人が住む島はバタン島、イトバ
ヤット島とサブタン島の 3つである。黒潮による温暖・多
雨な気候により豊富な自然資源に恵まれるが、最北端の遠
隔地に位置することから、国内でも最も経済的に貧しい地
域として知られる。イヴァタン人と呼ばれる民族が住み、
バタン語を母語とする。
　バタネスはアンゴノ洞窟壁画と同じく、ユネスコ世界遺
産の登録候補となる国内暫定リストの文化遺産に「バタネ
スの陸海景観（Batanes Protected Landscape and Seascape）」
として 1993年 8月 15日に登録された46）。バタネスは陸上、
湿地、海の複合的な生態系や、強風や荒波が作り出した独
特の自然形態（波に削られた岸壁、洞窟状の岩礁、白砂の浜）
を特徴とする。また、強風や台風に頻繁に見舞われる熱帯
気候に適応するため、フィリピンで唯一の石造りの伝統家
屋を残している。
　国立博物館は分館開設に向けて、2011年から具体的な準
備を開始し、2012年 7月 7日に建設工事に着工した47）。バ
タネス分館は同地方の野外調査の拠点機能も兼ね備え、考
古学、人類学、建築学等の文化遺産研究や地質学、植物学、
動物学等の自然遺産研究を広範に行い、この地方の豊かな
自然・文化を改めて検証する役割を担う。バタネス分館の
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と共に歩む博物館育成事業 博物館支援策にかかる各国等
比較調査研究―アジア 9カ国国際比較調査報告書』，財
団法人日本博物館協会，2008年，pp.83-84.

6） 高橋信裕「フィリピンの博物館の現状」，『平成 20年度
文部科学省委託事業 地域と共に歩む博物館育成事業 博物
館支援策にかかる各国等比較調査研究―アジア太平洋
地域博物館国際交流調査報告書』，株式会社文化環境研究
所，2009年，pp.29-37.

7） 小川英文「フィリピン民族博物館―独立 100周年で開
設」，大野拓司・寺田勇文編著『現代フィリピンを知るた
めの 61章（第 2版）』，明石書店，2009年，pp.55-60.

8） 米倉立子「フィリピン、マニラ周辺の博物館」,『MOUSEION 

立教大学博物館研究』No.56，立教大学学校・社会教育講
座，2010年，pp.1-12.

9） The National Museum  “Remembering the Past Century”, A 

Voyage of 100 Years. The National Museum, 2001, pp.12-13.

10） 「国立博物館の動き」は注 9、「フィリピンの主な政
治・社会情勢」は注 2の文献より pp.298-307の略年表
をもとに作成した。なお、後者の 1996年以降は BBC 

“Philippines profile”, BBC News Asia, 12 November 2013 

Last updated at 10:00 （http:// http://www.bbc.com/news/

world-asia-15581450, 2014.3.26最終確認）を参照した。
そのほか、「＊」は本稿で後述する項目を示し、「＋」の
項目は注 5の文献をもとに補足した。

11） 楠元町子「国際関係史から見た万国博覧会―
一九〇四年セントルイス万国博覧会を中心に」，『法政論
叢』第 43巻第 2号，2007年，pp.22-38，pp.34-35.

12）鈴木，pp.148-149.

13）森岡，p.47.

14）鈴木，p.158.

15）鈴木，p.166.

16）鈴木，pp.228-230.

17）森岡，p.48.

18） The National Museum of the Philippines  The National 

Museum Visual Arts Collection. National Museum of the 

Philippines, 1991, pp.9-10, p.87.

19 ）国立博物館 HP「Planetarium」（http://www.nationalmuseum. 

gov.ph/nationalmuseumbeta/Museums%20and%20Branches/

Planet.html, 2014.3.26最終確認）。
20）鈴木，pp.252-256.

21）遠藤，p.83.

22）鈴木，pp.285-287.

23）サンディエゴ号については、小川，pp.55-59を参照。
24）小川，p.58.

25） 本法令の原文は国立博物館 HP「National Museum 

Act of 1998」（http:/ /www.nationalmuseum.gov.ph/

nationalmuseumbeta/Relevant%20Laws%20and%20

Issuances.html, 2014.3.26最終確認）を参照。
26）注 5及び注 6に同じ。

経済発展をもたらす意図による。バタネスはこれまで、地
域外からのアクセスが悪く、いわば孤立していた。しかし、
2013年 5月 1日からフィリピン航空がマニラ・バスコ間の
週 3便の定期フライトを就航したことから、その問題に改
善が見られ、今後は博物館の開館による経済波及効果が期
待されている。

5．おわりに

　以上のように、本稿では、フィリピン国立博物館の文化
政策的役割に着目した基礎調査報告として、成立経緯、根
拠法に掲げられた使命、2013年に実施した現地調査より活
動の現状を紹介した。成立経緯については、政治・社会情
勢との関係においてさらに詳細に検討すべき点も多い。ま
た本報告では取り上げられなかった他の分館の活動の現状
も今後の網羅的な調査が必要である。したがって、基礎調
査の継続は引き続き課題となる。また、基礎調査をもとに、
同館の今後の課題や展望を明らかにすることは次段階の研
究課題である。博物館が国家あるいは人々の文化的発展に
どのように貢献できるのか、今後も文化政策的役割の観点
から、フィリピン国立博物館の活動に注目していきたい。

付記
　本稿は平成 25年度稲盛財団研究助成による研究成果の一
部である。
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（National Museum of the Philippines  Annual Report 2006. 
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32） 国立博物館 HP「Museum of the Filipino People / Exhibits」
（http://www.nationalmuseum.gov.ph/nationalmuseumbeta/
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１．地域連携の必要性

　博物館法では、博物館の機能として収集・保存・調査研究・
教育活動がその基本要素であると位置づけられている。し
かし、昨今の博物館研究では、博物館の活動を博物館単体
の活動として捉えるのではなく、広く地域の中で博物館は
どのような役割を果たすのかという課題が論じられている。
1990年代に伊藤寿郎１）はその著書の中で、「市民の参加・体
験を運営の軸」とすることを提言しており、博物館が市民
を巻き込んだ形で運営を実施することが示唆されている。
平成 22年度に出された「これからの博物館の在り方に関す
る検討協力者会議報告書」においては2）、「直接の博物館利
用者のみならず、広く地域住民に現在の博物館の姿を伝え
ることなどを通じて博物館への関心を高め、理解を得るこ
とが重要である。」と、博物館と地域との連携をさらに拡大
し、展開することが推奨されている。
　このように博物館の内部機能のみならず、外部機能を検
討していくことは、博物館の提供する多様な「価値」を強
調していくことにつながると考えられる。南は、博物館の
多様な「価値」、特に文化政策の新しい流れに博物館の価値
を位置づけることは博物館セクターの生き残り戦略になり

うると説いている3）。実際に、滋賀県立琵琶湖博物館では、
博物館経済効果や文化的効果を地域への波及効果として位
置づけることで評価をしており4）、博物館の価値が地域にお
いての価値と切り離せないものになりつつある。
　このような流れの中で、博物館は様々な地域向けの教育
普及プログラムや地域連携の試みが行われている。しかし
ながら、日本の大多数を占める中小規模の公立館では、予
算やスタッフといった経営資源が慢性的に不足しており5）、
博物館単体で地域連携による諸活動を広範に展開していく
のが困難な環境にあるといえる。このような環境の中にお
いて、博物館が地域の多様なステークホルダー（利害関係者）
と連携した活動を行っていくには、自館の経営資源だけで
はなく、地域に点在する様々な資源に着目する必要がある。
地域連携の実践という点では、これまでも博物館は自館の
活動に市民ボランティア6）を携わらせる等の取組が広く行わ
れてきた。また、千葉県野田市郷土博物館の事例にあるよ
うに市民で立ち上げた NPO団体7）が博物館の運営からアウ
トリーチまでを担う事例もある。このような自館の活動に
必要な経営資源を地域連携によって補完するという取組は、
博物館が広く地域社会へ展開していくという側面よりも、
自館の経営能力を高めようという内部志向的な側面が強い

芸術祭モデルを援用した博物館における共創戦略

The co-creation strategy of museum using the model of art festivals
平　井　宏　典 *1

Hironori HIRAI

奥　本　素　子 *2

Motoko OKUMOTO

和文要旨
　博物館が行う地域連携活動は、博物館と地域が欠如した経営資源を相互補完するのみではなく、両者が地域社会に新た
な価値を創出する可能性を有していると考えられる。そこで、本稿は社会ネットワークの所論を分析し、多様性が高いネッ
トワークを生み出す弱いネットワークについて着目した。実際に、多様なステークホルダーが協働的に展開している地域
振興手法である「芸術祭」では、弱いネットワークの特性を活用し、地域と共創的な連携関係を築いている。このように
弱いネットワークを活用し、文化施設が地域と共に地域価値を創造していくことは、博物館の地域連携においても応用可
能であると考えられる。本稿では、芸術祭モデルと考えられる形態で実施された文化施設の地域連携の事例を紹介し、博
物館における新たな地域連携モデルの提案を行う。
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but also to co create the new value of their society together. Therefore, this article reviews the previous papers about the theory of 
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トワーク間の移動は限定的になる。一方、接触頻度の低い
ネットワーク（弱い紐帯）は、情報や友人圏が異質なため
社会移動の機会における重要な資源になると指摘した。つ
まり、弱いネットワーク（紐帯）は「密度は低いが、情報
の多様性が高く、情報伝達が効率的である」ことを明らか
にした。
　また、Perry-Smith は研究所を対象とした実証研究にて、
研究員の創造性と人間関係ネットワークを分析した結果、
弱いネットワークを多く有している研究員ほどクリエイ
ティブな成果をあげていることが判明した11）。この２つの
ネットワークに関する研究が示す通り、博物館の地域連携
において観光や地域振興等のより幅広い分野で様々なス
テークホルダーと協働する場合、弱いネットワークを構築
することで多様性が生まれ、新たな価値を創出する可能性
が高くなるといえる。
　このようなネットワークの強度の観点から、博物館の地
域連携を整理すると、従来の博物館における地域連携のネッ
トワークは比較的「強い」ことが推測される。例えば、博
物館の展示解説等のボランティアは組織化され、一定の範
囲に限定されているが館の運営に深く関わっているケース
もある。このようなボランティアは、館に対する帰属意識
や業務に対するモチベーションも高く、博物館経営におい
て大きな役割を担う。一方で、博物館側はボランティアと
いう形で市民に自己実現の場を提供し、一定の労務を代替
してもらうが、管理コストが高く、コントロールが困難と
いう側面を有している。
　この両者の関係は強固で相互補完的であることから、博
物館経営において大きな意味を有しているが、博物館が多
様な役割を担おうとする場合、高コストな強いネットワー
クが組織内に複数併存することは極めて困難であると想定
できる。このようなネットワークが困難であるからこそ、
Granovetterが指摘する弱いネットワークが重要な意味を有
してくるといえる。

３．博物館における芸術祭型共創戦略の提案と可能性

　近年、文化芸術の領域において、多様なステークホルダー
が弱いネットワークを基盤として地域振興を図る芸術祭が
注目されている。芸術祭は世界各地で開催されているが、
わが国の独自の傾向として少子高齢によって過疎化が進む
地方における地域振興手法という側面が注目されている点
が挙げられる。芸術祭の場合、博物館を含め多様なステー
クホルダーが連携し、その波及効果は文化芸術や教育面だ
けではなく地元の商工業を基盤とする地域経済をはじめ観
光業等の幅広い分野にわたる。中之条ビエンナーレでは群
馬県の北西部に位置する人口２万人弱（高齢化率 30%）の
町に、2009 年開催実績で来場者 16 万６千人、経済効果２ 

億 2 千万円（推計）という数字が記録されている12）。また、
瀬戸内国際芸術祭 2013では 108日間の総来場者数が 100万

といえる8）。
　本稿は、上記のような内部志向的な地域連携ではなく、
博物館の経営資源や諸活動が、地域の多様なステークホル
ダーとの協働を通して、広く地域社会に新たな価値を創出・
提供する地域連携の形について考察することを目的とする。
特に、近年、地域振興手法のひとつとして日本各地で展開
されている「芸術祭（フェスティバル）」形式に着目し、博
物館における新たな地域連携のモデルの可能性を探求する。
　本稿では、まず、多様なステークホルダーとのネットワー
クに着目し、Granovetterの「弱い紐帯の強さ」から博物館
の地域連携におけるネットワークの強度について考察する。
そして、博物館が芸術祭（フェスティバル）形式によって
地域連携を実践している２つの事例をレビューすることで、
芸術祭モデルの可能性を検討する。

２．�博物館の地域連携におけるネットワークの重要性と強
度による差異

　従来、博物館の地域連携は、地域の市民や団体等の様々
なステークホルダーと連携して、博物館の基本的な活動を
基に、その使命や存在意義を確立する取組のひとつとして
論じられてきた。一方で、公立博物館では、基本的な活動
に依拠しつつも観光や地域振興等のより幅広い分野におい
て、その可能性が期待されている。現代の複雑化した社会
ニーズに対応するためには、各ステークホルダーが各々の
専門性や性質を重視しつつも、個々が独立して活動するの
ではなく、「ネットワーク（つながり）」を活用することが
重要であるといえる。
　異なる主体とのネットワークによる協働は、博物館経営
の文脈でも PPP（Public Private Partnership）における指定管
理者制度やPFI等のスキームにみることができる。PPPでは、
官民協働の目的を単なるコスト削減だけではなく、民間の
ノウハウを活用した質的改善や新たなサービスの創造も含
むものとしている9）。このように、ネットワークによる協働
は、欠如した経営資源を補完する資源へのアクセスの問題
だけではなく、博物館が現代的な経営課題に対応するため
にネットワークを構築して新たな価値を創造するという側
面を有している。
　ネットワークが新たな価値を創造するという点について、
ネットワーク（紐帯）の強度に着目した Granovetterによる
代表的な研究がある。Granovetterは、ボストン郊外に居住
する最近知人を通じて転職した者を対象に、その情報を提
供してくれた知人との接触頻度を調査した。その結果は、「頻
繁に会う（少なくとも週２回以上）」は 16.7%、「時々会う（年
２回以上かつ週２回未満）」は 55.6%、めったに会わない（年
１回未満）」は 27.8%となっており、接触頻度が低い知人の
方が転職の情報を提供してくれる可能性が高いことを明ら
かにした10）。この調査結果から、接触頻度が高いネットワー
ク（強い紐帯）は、情報や有人圏が同質化しているため、ネッ
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③プラットフォームの開放度
　地域連携（共創型の取組）の参加型プラットフォームに
おいて、相対的にハードルの高い参加条件が課せられるク
ローズ（閉鎖的）なものか、または誰でも気軽に参加でき
る等のオープン（開放的）なものか。
④ネットワークの強度
　接触頻度や情緒的な結びつきが高いのか、または低いの
か。高い場合は、実質的な交流も多いため、何かを行使す
る力が強い一方で、強固に結びついた友人圏は相対的に閉
じた関係性となるため、情報伝達が非効率であり拡散性は
低い。低い場合は、実質的な交流が少ないため、何かを行
使する力は弱いが、友人圏が異なるため、情報の多様性は
高く、情報伝達が効率的で拡散性は高い。
⑤安定性
　上述のボランティア組織の例のように、ネットワークの
強度が高い従来型モデルの地域連携は、情緒的な結びつき
が強いことからネットワークへの帰属意識も高い。また、
プラットフォームの参加条件も高いことから、ある一定の
組織化がなされている等によって、その安定性は高い。一
方で、芸術祭モデルの場合は、会期が終了すれば自然にネッ
トワークが解消される等、その安定性は低い。
⑥イニシアティブ
　従来型モデルは、博物館が強力なイニシアティブを発揮
して、活動を実施していくため、安定性が高いが、そのイ
ニシアティブは博物館活動内部で閉じられる。一方、芸術
祭モデルの場合、活動の目的や内容によって、SH間でイニ
シアティブを遷移させていくため、柔軟性は高い。
　このように、ネットワークという観点から従来モデルと
芸術祭モデルを比較すると、異質なつながりによる密度の
低いネットワークによって広く地域社会へ効果を拡散する
という点では芸術祭モデルにメリットがみられる。新しい
博物館の地域連携のあり方を考察する上で、共創型の取組
によって地域活性化を図る芸術祭を、ひとつのモデルとし
てその可能性を検証したい。そこで、次章において博物館
が地域社会へ広く展開していった芸術祭の事例をみていく。

４．ケーススタディ

　本章では、前章で提案した芸術祭モデルという弱いネッ
トワークを活用した共創型地域連携活動の取組を、それに
当てはまられる博物館の事例から考察していく。
　現在、日本各地で実施されている芸術祭において、最も
関連の深い館種が美術館であるといえる。美術館における
芸術祭モデルのひとつに、山口情報芸術センター（以下、
「YCAM」とする）が挙げられる16）。2013 年、YCAM は７
月６日から 9月 1日と 11月１日から 12月１日までの二期
にわたり「アート」「環境」「ライフ」をコンセプトとした
YCAM10周年記念祭を開催した。前回の５周年に続き、
YCAMの開館記念として開催された芸術祭であるが、その

人を超えている13）。これらの芸術祭は、実行委員会等の専
門組織を形成しつつも、その取組は内容・場所・ステーク
ホルダー等は非常に多様であり、当該地域において広がり
を持ったものとなっている。
　芸術祭が行っている弱いネットワークを利用した地域連
携の取組は、博物館の地域連携の新しいあり方として平井
が指摘する「共創概念」と同様の特徴を有している。平井
は Ramaswamy and Gouillartの所説を援用し、地域社会と一
体となって共に価値を創造していく「共創型」の取組の重
要性を主張している。そして、共創型の取組の基盤となる
参加型プラットフォームの構築主体の差異から、博物館主
導型とステークホルダー（以下、SHとする）主導型の２つ
の類型を提示している。前者は、博物館の経営資源に立脚
した参加型プラットフォームに立脚しており、共創的な取
組である反面、従来の博物館活動の延長線上に位置づけら
れることから、強いネットワークに依拠した地域連携の形
であるといえる。一方、後者は、参加型プラットフォーム
が複数の主体にまたがり、そのネットワーク全体が共創的
な取組によって地域活性化等の新たな価値創造をするもの
であるとし、越後妻有トリエンナーレにおける担い手の多
様性を挙げている14）。つまり、芸術祭モデルは、多様な SH

によって取組が展開されることから、従来の地域連携であ
る相互補完型と比較すると、外部志向であり、参加型プラッ
トフォームは多様性を受け止めるために柔軟性を有する
オープンな要素が求められる。
　複数の SHがイニシアティブを遷移しながら活動を実施
していくことは、Engeströmによると課題解決ごとに組織を
柔軟に組み替えていくことができ、その点でメリットが高
いと言われている15）。一方、デメリットとしては強力なイ
ニシアティブがとられない場合、組織のモチベーションを
維持するのが困難な点が挙げられる。このような芸術祭の
特徴を、地域連携のひとつのモデルとして、従来型と比較
する形で下表のようにまとめた。

表１　地域連携のモデル比較

従来モデルの地域連携 芸術祭モデルの地域連携
志向性 内部 外部
特徴 相互補完型 価値創出型

プラットフォームの開放度 クローズ オープン
ネットワークの強度 強い 弱い

安定性 高い 低い
イニシアティブ 固定 遷移

出典：筆者作成

①志向性
　地域連携の志向性が、自館の経営能力を高める等の内部
にあるのか、または地域全体の活性化等を目的とした外部
に向けられているのか。
②特徴
　地域連携の目的が、欠如した経営資源を補完することな
のか、または新たな価値を創出することなのか
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展させている。2009年の段階では、地域の 20団体が参加
した大規模なイベントに発展し19）、2012年には 100店舗で
虫が展示されたという。また、2008 年度の伊丹市昆虫館の
調査によれば、「鳴く虫と郷町」の来館者層は「30 代」が
最も多いのに対し、昆虫館特別展の来館者は「小学生」が
最も多く 48％となっている。また、「鳴く虫と郷町」の来
館者の 39％は伊丹市民であったのに対し、昆虫館特別展で
は「伊丹市民」は 21％となっている。このことからも、地
域に広がるイベント型にすることによって、館の企画展と
は違った顧客を取り込むことが可能になったと考えられる20）。
　本事例は、博物館単体での企画運営ではなく、地域の SH

と同等の立場で展開することによって、博物館の新たな顧
客の掘り起こし、地域の活性化への貢献を果たしているも
のと考えられる。
　これらの事例からは、前述した弱いネットワークの特性
を活かした価値創造の効果が伺える。また、博物館の地域
連携活動のひとつとしての芸術祭モデルが、決して美術館
に限ったことではなく、広く館種を問わず実施できる可能
性を示唆している。

５．まとめ

　社会ネットワーク理論では、Granovetterや Perry-Smithの
研究が示すように、ネットワークの強度によって特性が異
なり、弱いネットワークは多様性が高く、情報伝達が効率
的であるという強みを有していることが明らかになってい
る。本稿では、この弱いネットワークが有する創造性と多
様性の高さに着目し、博物館の地域連携手法のひとつとし
て弱いネットワークにより多様な SHと共創的に広く地域
社会へと展開していくモデルについて考察した。その具体
的な活用手法として着目したのが「芸術祭」である。
　これまで博物館経営の文脈で芸術祭が検討されることは
少なかったが、上述の事例が示す通り、地域連携の先端的
な取組として博物館や類似施設においても、弱いネットワー
クを活用した新たな手法が見られ、博物館における芸術祭
モデル活用の可能性を示唆している。本稿で提案した芸術
祭モデルという共創型のネットワークによって、博物館が
広く地域社会へとその活動を展開していくことで、博物館
にとっては市民との対話や新たな顧客の掘り起こし等によ
る博物館の活性化が期待でき、地域にとっては新たな価値
創造に結びつく可能性があると考えられる。
　本研究において、芸術祭モデルの可能性を示唆する一方
で、その新たな価値創造をどのように博物館経営に取り込
んでいくかという課題を挙げることができる。芸術祭モデ
ルは会期（期間）が定められた短期的な取組であることか
ら、多様な SHと弱いネットワークを幅広く結ぶことが可
能となる。この弱いネットワークは安定性が低いため持続
的にコントロールするのは困難であるといえる。博物館は、
調査研究に基づく、収集保存を通して、体系的なコレクショ

作品や会場は館内の展示スペースだけではなく、山口市内
各所に広く展開している17）。
　YCAM10周年記念祭は、一般的な開館記念の特別展と異
なり、弱いネットワークによる共創的な取組としての芸術
祭モデルにみられる特徴を有している。作品の展示場所に
ついて、エリアマップによれば YCAM館内での展示が 16

点であるのに対して、山口市内（館外）での展示が 10点（箇
所）となっており、全体の約４割弱が YCAM以外の場所で
展開されていることになる18）。館外における展示は、山口
市中心商店街周辺に集中しており、この展示場所の選定が
YCAM10周年記念祭の共創型の取組におけるひとつのポイ
ントになっている。
　地方都市では、利便性の高い郊外の大型店舗の出店等に
より、従来の商店街が衰退しているケースが散見される。
しかし、山口中心商店街は地元事業者の集積による商店街
が比較的堅調に継続しており、生活に密着した人通りの多
いスペースで展示することで普段 YCAMに足を運ばない
市民に同館の取組や存在をアピールする機会となる。また、
空き地や空き店舗を展示場所とすることで、地権者や商店
街関係者等の許諾や理解が必要となり、何度も足を運び、
対話することで記念祭ひいては YCAM自体へ目を向けても
らうことにつながる。
　YCAMは、メディアアートという現代的な題材を取り
扱うことで、その意義等が市民に伝わっていないという大
きな課題を有していた。施設的にも展示スペース、劇場、
ミニシアター、市立中央図書館を併設する複合文化施設
であり、館内の約半分を占める図書館の存在感が大きく、
YCAMと言えば「図書館」という認識の市民も少なくない
という声もある。このことから、山口市中心商店街に展開
された公募展“LIFE by MEDIA”では「メディアと地域社
会のあり方を問うプラン／山口の街にどのような変化をも
たらすのか」という２つのポイントから、３つの受賞作品
すべてが山口市民との関わりの中で展開された。
　このように、YCAM10周年記念祭では、展示会場を山口
市内に点在させ、各地で市民を巻き込んだ作品を展開する
という、弱いネットワークの特性を活かした地域社会への
広がりを実現していると考えられる。この取組によって、
会場となった商店街との対話が実現したり、公募企画によっ
て市民を巻き込む取組等が展開でき、市民の YCAMへの理
解につながる可能性が生じたと推測できる。
　芸術祭モデルは、美術作品を扱う美術館にのみ限られた
モデルではない。芸術祭モデルは前述したように、弱いネッ
トワークを利用した地域との共創モデルである。本モデル
に近い事例として、伊丹市昆虫館の取り組みが挙げられる。
　伊丹市昆虫館は、1993年以来、「秋の鳴く虫」の展示を
企画展として開催していた。財団法人伊丹市文化振興財団
の勧めもあり、2006年からは鳴く虫を伊丹郷町館で展示し、
その会場でコンサートなど関連イベントを開催する「鳴く
虫と郷町」という、地域全体を巻き込んだイベントへと発
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１．はじめに（博学連携から 20 年・・・）

　博物館と学校とが連携して、子どもの学習活動を支援す
るシステムに対して、既存の学校教育と社会教育の連携（学
社連携）の概念を、特化して「博学連携」と呼ぶようになっ
たのは 1990年代のことである。この体制は、当時の文科省
（学習指導要領）で推奨していた「ゆとり教育」の旗頭とも
いうべき「総合的な学習の時間」の導入によって、積極的
に推進されるようになった。
　博物館側は、学校教育に対応させた博物館の教育普及事
業として、学校教育向けの企画展（小学校３学年社会科「昔
のくらし」）の開催や学習用資料（ワークシート）の作成及
び、教育プログラムやアウトリーチ（出張授業・移動博物
館・貸出資料）の提供を行った。そして、このような博物
館側からの一方向的な教育サービスに対する学校側からの

「何か（体験できるプログラムは）ありませんか？」という
依頼への対応を行った。
　一方、学校側の博物館利用の現状としては、
（1）放任的な自由見学
　主体性という名のもとのグループ による自由見学で、
リーダーにせかされて館内をかけ巡る利用
（2）課題を持たない見学活動（物見遊山）
　見学の視点がないために、目的意識がなく、展示資料を
眺めて回るだけの利用
（3）博物館の教育プログラムへの「丸投げ」
　博学連携という名のもとに博物館側が作成した教育プロ
グラムへのお任せの利用という利用状況が示すように、未
だに多くの学校が博物館での学習課題のない、単なる見学
活動で来館しているという現状が見受けられる。まさに、
空白の 20年間といっても過言ではない。

一　場　郁　夫 *1

Ikuo ICHIBA

和文要旨
　従来の博学連携は、学校側か博物館側からの一方通行的な依頼と対応の関係の上で成立していた。しかし、その実態は
博物館への依存度が高く、教員が博物館リテラシーを身につけるまでには至らなかった。また、博物館側としても学校の
指導内容（教科書）を把握し、展示に反映させたり支援体制を整えたりするまでには至らなかった。その結果、双方のエ
リアを越えて両者の連携が定着し継続することはなかった。この課題を生かし、実質的な博学連携体制を構築するためには、
教員が博物館活用による学習効果を認識し、学芸員と連携した教材研究を通して、教科の学習内容と展示資料との関連性
を持たせた効果的な学習活動（博物館学習）を展開することが基本となる。
　それを推進するための手立てとして、博物館側の受入体制の整備と学校側へのアプローチを通して、組織的な活動が展
開できるシステムを構築する。

Abstract
　School-museum collaborations have traditionally taken shape in unidirectional fashion,originating from either the school-side or 
museum-side in a request-response relationship. In practice,however,a higher degree of requests are made towards museums, and 
teachers have yet to fully absord museum literacy. In addition, even from the museum side, we have not yet come fully to grips with 
the content of school instructional  materials(textbooks),in order to reflect these in our exhibitions and establish a system of support. We 
therefore have not yet seen any continuous collaboration between these two parties that transcends their respective areas.  A basis for 
meeting this challenge, towards the construction of a System for Practical School-Museum Collaboration, should be for teachers 
to recognize the utility of museums for their classes, and, through the study of teaching materials in collaboration with researchers, 
to develop effective learning activities(museum-based learning)that reinforce the connection between the content of classroom 
materials and museum exhibitions. 
　As a means to promote this initiative, we  build a system that enables the expansion of organized activities by providing a system 
for museum-side accommodation and school outreach. 

博学連携による博物館学習の推進
－博物館と学校との実質的な連携による推進体制の構築について－

The Promotion of Museum Education through School-Museum Collaboration
－ About the coustruction of the promotion system by the substantial cooperation with a museum and the school －

*1　千葉県立中央博物館　主任上席研究員 Natural History Museum and Institute, Chiba,Senior Researcher
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しまっている。つまり体験活動が学力向上に直接結びつか
ないという指摘による反動である。その背景にあるのは、
教員の体験学習に対する認識不足も関係していると考える。  

（2）体験学習のあり方
    体験学習には、学習過程での位置づけにより、それぞれ
特色のある学習効果がある。
体験学習の学習効果

　この学習効果を活かしながら、「言語活動の充実」を図ら
なければ、せっかくの体験活動を学力に転化させることは
難しい。
　しかし、体験学習を設定するには、教員による事前の多
大な労力と時間がかかり、多くの授業時数も必要とされる
ために、単なる体験活動で終わらせてしまう事例が多くあっ
た。そのために時間を費やした割に子どもの口から出る学
習後の感想は、異口同音に「楽しかった」という心情的な
表現に止まってしまうこともあった。子どもにしてみれば、
教室の外に出られること自体が楽しいことであることから
素直な表現ともいえる。
　この体験学習を深化させるために大切なのは、体験活動
を活用した事前・事後の学習である。そのために、博物館
学習を導入した指導計画の作成が求められるのである。
【事前学習】�一人一人の子どもに問題意識を持たせ、体験（調

査）活動の目的を明確にした学習課題を設定し
ておく。

【体験学習】�一人一人の学習課題に応じた体験（調査）活動
を設定する。

【事後学習】�体験（調査）活動の内容をまとめ、授業の中に
活かす学習活動を展開する。

 ・ 体験を通しての実感を伴った発表活動及び話し
合い活動

 ・ 学習内容をまとめる表現活動（新聞・感想文の
作成等）

　このような体験学習を通して、「知りたい」という子ども
の知的欲求を満足させる学習を行った後に、「あー面白かっ
た！」という学びの喜びともいえる充足感を表すつぶやき
が、思わず口からこぼれるのである。つまり、子どもにとっ
ては既習事項や生活経験の中で育まれた固定観念を破るモ
ノに出会った時に不思議さを感じ、疑問が生じる。そして、
知的好奇心が喚起され、追究意欲が湧き起こり、自分の知
りたいことがわかった時に知的欲求が満足させられるので
ある。
　このことを博物館の展示資料（モノ）を通した子どもの
思考過程で分析してみると、未知のモノに対して次のよう
な反応で見ることが想定される。

　本稿は、博学連携の重要性と、その実践が本格化へ歩み
出しておよそ 20年を経た今日、博学連携による教育効果、
生涯学習社会に対応した学校の博物館利用レベルなどを振
り返り、今後の博学連携の充実のための方策について実践
を踏まえて改めて吟味するものである。

２．博物館利用の現状（今、中央博では・・・）

【平成 24年度の千葉県立中央博物館の利用状況】
○利用学校種　　小学校（76校）学校利用全体の 65％
○利用学年　　　3・4学年中心（小学校全学年の 71％）
○主な学習内容　校外学習（教科の指導時間を利用）
　・ 社会科「千葉県の地域学習」での県庁・千葉港・清掃工場・
製鉄所等の見学と併用

　・ 理科「季節と生き物（春・夏・秋・冬）」（生態園の年
間利用）

○�利用時間帯　午前（昼食込）に利用し、午後は他の見学地
へ移動

○�利用時間　　1時間（60分）程度の見学時間で、１展示室の
平均滞在時間（約 6分）
○�利用形態　　4～5名程度のグループによる自由見学（リーダー
による誘導）

　 自由見学の態勢の中での児童の行動パターンは次の通り
である。

　① 入場券売り場前の「スタンプコーナー」で入館記念ス
タンプを押すために並ぶ。 

　② 展示室に入り、顕微鏡などの覗いて見る展示を一通り
体験しようとする。

　③ 映像（ビデオ）コーナーなどのスイッチを意味もなく
押して通り過ぎる。

　④インパクトのある展示資料の前で滞留する。
　・ 地学展示室のナウマンゾウの骨格標本を見て、「マンモ
スだ！」と叫ぶ。

　⑤ 小動物展示室（当館の唯一の生き物展示コーナーでマ
ムシ等を展示）で観察する。

　⑥ 体験学習室で土器パズル等の遊び感覚で触って楽しめ
るものに興じる。           

３．学校教育の現状（今、学校では・・・）  

（1）�ゆとり教育（総合的な学習の時間）から基礎基本の充
実（教科学習・外国語）へ

　地域や学校の特色に応じて自由な学習内容が設定できた
「総合的な学習の時間」により、一時、博物館活用の機運も
高まった。しかし近年 PISA 調査１）等により国際的に見た日
本の子どもの学力低下が指摘されるようになり、その一因
が、ゆとり教育にあるとされたことにより、「総合的な学習
の時間」から教科学習の基礎的・基本的な学習へと転換され、
それとともに博物館活用を取り入れた体験活動も低迷して

【導入時での体験活動】学習内容に対する関心を高める。

【展開時での体験活動】実感を伴った調べ活動を行う。

【終末時での体験活動】学習内容に対する認識を深める。
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のような両者の立場と関係を相互に認識し合い、「協働」の
意識を持ち合うことで、真の博学連携が成立する。　
　従来の博学連携は、博物館側から学校側に対して博物館
で学習できるプログラムを提示し、来館した子どもに対し
て、学芸員が主体となって学習を展開する場面が多かった。
いわゆる学校から博物館への「丸投げ」の博物館利用である。
前述の通り、この体制では本当の意味での博学連携とは呼
べない。学校に対しては、博物館で学習できる可能性を提
示するに止め、実際の授業については教員が主体となって
すすめるべきである。そのような体制を設定しておかなけ
れば、学校は常態的に博物館に依存する状況が続くことに
なる。それでは、学校側に博物館活用の発展を望めないし、
教員の指導力も向上しない。これからの博学連携は、博物
館が学校に博物館学習の素材を提示し、教員の教材研究を
支援し、展示室で調査活動を行う子どもをサポートすると
いう体制で受け入れることが望ましい。

博学連携体制の推移

（1）学校と博物館の教育機能の限界性
　博学連携を推進するためには、博物館と学校との双方が、
教育機能の限界性から連携の必要性を認識する必要がある。
　①学校の限界性
　・教科書中心の学習の限界性
　 　教科書中心の学習指導では、最新の研究成果や地域の
資料に基づいた授業ができなかったり、実物資料による
実感を伴った体験活動ができなかったりする。   

　・教員の指導の限界性
　 　教員独自では、専門性に基づいた深い教材研究ができ
なかったり、子どもの関心を高めるための教材（モノ）
を提示できなかったりする。                        

　②博物館の限界性
　 ・学習内容の把握の限界性
　 　学芸員が学校の学習内容を教科書等で把握することは
難しい。教科書を読むことで、学習内容を表面的に知る
ことはできても、学年間の系統性や教科間の関連性及び
子どもの学力等から博物館での学習の可能性を多面的に
分析することは、学校教育に携わってきた教員の経験と
指導力には及ばない。                                    

　・子どもの指導への限界性 
　 　子どもの発達段階と学力の実態及びそれに伴う使用言
語や話し方、学ばせ方等の指導方法については、教員が
その教職経験の中で、多様な学年の子どもたちへの指導
を通して備えてきた特殊な技能であるため、学芸員が即
興的に習得することは難しい。

展示資料に対する子どもの見方

（3）学校のシステム
　博物館が学校との連携を推進するには、学校のシステム
を把握しておきたい。学校教育の年間スケジュールは次の
ようなシステムに基づいて作成されている。
　①教員の配置（担任・教科主任）
　 　管理職が次年度の人事異動確定後である年度末に構想
を立て、新年度初めの職員会議で提案される。

　②年間指導計画の作成
　 　新学習指導要領に基づいて教科書会社が教科書の指導
書を発行し、その計画を参考に年度末までに年間指導計
画を作成する。その中で博物館利用の計画も位置づけら
れる。
　③年間行事計画の作成
　 　校外学習等の行事計画は、新年度の学年や職員会議で
決定され保護者に通知される。
　④ 年間標準授業時数の設定（小学校平成 23年 4月～全面

実施）
　 　教科の授業時数は学習指導要領によって決まっていて、
偏った増減は認められない。 

　以上のことから、博物館を活用した校外学習の計画は、
年度末までに構想を立てておかないと、入学式などの新年
度の慌ただしい学校行事の中で先送りされ、最終的には、　
調整と計画立案が間に合わずに、前年度の内容をそのまま
踏襲してしまうことになる。

４．はき違えられた博学連携（博学連携とは・・・）

　博学連携は、行政的指導によって博物館が一方的に学校
教育の支援を行うというサービスシステムではない。基本
的に学校教育と社会教育とが協働（ギブ＆テイク）の関係
の上で連携して、子どもの教育活動を行うものである。そ
の究極的なねらいは、子どもに生涯学習社会に対応するた
めの素地を養うことにある。つまり、学校にとっては、博
物館を活用することで学習活動を充実させることができる
し、博物館にとっては、利用実績の向上につながるとともに、
子どもに将来に渡る博物館の見方・考え方を身につけても
らうことでリピーターとしての種を蒔くことができる。こ

�「これは何かな？」 未知のモノに出会うことで関心を示し知りたいと思う。

�「ふーん」出会ったモノに対して感心し、よく見ようとする。

�「なるほど」�モノに関する情報（パネル・キャプション等）から知識を得る。

�「そうか！」モノの情報と自分の既習事項や生活経験とを結びつけて理解する。

社会科（3年：70時間） （4年： 90時間） （5年：100時間） （6年：105時間）

理　科（3年：90時間） （4年：100時間） （5年：105時間） （6年：105時間）

総　合（3年：70時間） （4年： 70時間） （5年： 70時間） （6年： 70時間）

第１期（1990 年代） 第２期（2000 年代） 第３期（2010 年代）

行政的な指導（博学連携）
☞博物館側からのアプローチ

総合的な学習の時間の導入
☞学校側からの博物館利用

博物館と学校との協働（融合）
☞博物館学習の推進
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による「博学融合」である。この双方の専門性を活かした
活動をすることで、無理のない継続性のある関係を構築す
ることができる。そのための連携事業として、組織的な対
応を進めていく必要がある。例えば、博物館と学校との相
互協力による組織として、　「博物館活用研究会」を設立す
ることも効果的である。活動例としては次の内容がある。
○学校から博物館へ
　 　博物館が学校向けに資料等を作成する場合に、教員が
教育に関する知識で協力する。

　・子ども向けワークシートの作成
　・学校用学習プログラムの作成
　・博物館で開催する講座・行事等への参加協力
○博物館から学校へ
　 　学校が博物館を活用した学習（博物館学習）を行う場
合に、博物館から支援を行う。

　・教員の教材研究での入館料減免措置
　・ 教材研究への支援（展示資料の解説・収蔵資料や図書
資料の調査）

　・博物館学習への支援（展示室での子どもへの助言）

５．博物館学習とは（博物館で授業を・・・）

　学校の教科・領域の学習内容と博物館資料との関連性を
持たせて、実物資料等による実感を伴った効果的な学習活
動を行うものである。　　
基本的な博物館学習のポイントとしては、
○�モノをよく見る。（スケッチ等を取り入れてモノをよく見
るための動機づけを行う。）

○�自分の言葉でメモする。（キャプションを丸写しせずに、
キーワードで記入する。）

○�主体的に活動する。（学習課題を明確にして、自分の予想
を確かめるための資料を探すという視点で調査活動を行
う。）の 3点に配慮したい。

　これらのポイントを押さえた博物館学習を行うことによ
り次のような学習効果がある。
○実物資料等による実感を伴った主体的な調査活動
　教科書等の叙述に即した平面的な資料ではなく、一人一

（2）博学連携推進上の課題
　①教育観（ビジョン）の共有化                                        
　 　博学連携で重要なことは、教育に関するベクトルが同
じ方向に向いていることである。それぞれが違う教育観
を持って対応していては十分な成果は得られないし、継
続もしない。博学連携において共有したい教育観は「教
育の目的」と「子どもに育てたい能力」である。教育の
目的は、子どもの持っている能力の可能性を抽き出すた
めに働きかける意図的計画的な営みであり、子どもに育
てたい能力は、生涯学習社会の中で対応して生きていく
ための能力（博物館の利活用能力）となる。      

　 　社会教育と学校教育による違いはあるが、この２つの
教育観が食い違っていては、教育効果は期待できないし、
無理して連携を進めても双方に徒労感をもたらすだけで
ある。学習指導要領という定められた指導内容がある学
校教育の中で、学力差が生じる子どもを対象としている
教員と社会教育の中で比較的自由度の高い教育活動が展
開でき、なおかつ自分自身が高い自己教育力を備えてい
る学芸員との間には、教育観が異なる場合がある。また、
小学校 6年間や中学校 3年間という決まった教育期間で、
発達段階に応じた継続的な教育で一応の完結を求められ
る教員と博物館の様々な年齢層の来館者に対して、一過
性の教育で対応している学芸員とは、生涯学習に対する
教育理念に違いが生じるし、教育に対する責任の重さに
も相違がある。

 　②ネットワーク                                                        

　 　博物館側においては、学校に向けての広報や連携する
ための手立てがない場合がある。教育行政上のシステム
により、市町村立博物館では教育委員会の指導のもとで
学校との連携がとりやすいが、県立レベルの博物館から
は学校に対して直接の連絡がとりにくい。

　 　学校側においては、博物館の組織や体制がわからない
ために、博物館に対して敷居の高さを感じ、学芸員に対
する教材研究の相談や学習支援の依頼方法がわからない。    

　③組織及び教育システムの相互理解                                    

　 　学校と博物館双方の組織や運営方法等の認識が不十分
なため、相手の立場を考えずに無理な依頼をしてしまう
場合がある。

（3）これからの博学連携のあり方（共同から協働へ）��
　先述の通り、これまでは博物館と学校による共同の事業
を行うことが連携と考えられてきた。そのために一過性の
連携で終わり、相手の知識や技能を進んで取り入れた主体
的な実践にまで発展することはなかった。これからの博学
連携のあり方としては、学校教員の専門性【指導方法・教
科書の学習内容・子どもの実態】と博物館学芸員の専門性  

【専門的な知識・技能・最新の研究成果】との連携を通して、
教育機能を向上させることが求められる。つまり、双方の
教育事業に対して協力し合う協働（ギブ＆テイク）の関係
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問題解決的な学習の流れ（例）

　問題解決的な学習の学習過程（つかむ→調べる→まとめ
る→広げる）において、どこに博物館学習を位置づけるかで、
学習のねらいと内容が変わり、学習効果も違ってくる。
　

人の観点に基づいて展示資料を多面的に見ることにより、
実感を伴った主体的な調査活動を行うことができる。
○情報活用能力の育成
　博物館の多様な情報源（展示資料・解説資料・図書資料・
映像資料等）から自分の学習課題に関する必要な情報を選
択し、活用することを通して情報活用能力を育成すること
ができる。
○モノの比較による多面的な思考力の育成
　関連する展示資料を比較して見ることで、変遷意識・因
果意識・時間意識等の歴史認識が育成される。（歴史展示）
　また、この学習効果により、生きる力としての「問題解
決能力」を育むことができ、  あわせて、言語活動と体験活
動の充実化にもつながる博物館学習が展開できる。

（1）博物館での主体的な調査活動（例）

（2）博物館での問題解決的な学習（問題解決能力の育成）
　問題解決学習とは 20世紀初期のアメリカの新教育運動の
中で、J.デューイなどが提唱した児童中心主義的な学習理
論から生まれたもので、子どもが問題を積極的につかみ、　
問題解決のための学習過程を通して、主体的にそれを解決
していく学習方法である。 

①発見

　博物館の展示室で学習対象の展示資料を見つける。

　「あった！これを調べよう！！」

②観察・調査

　展示資料を観察・調査する。（スケッチの導入）

　「スケッチをするとモノをよく見ようとするから、細かい所に気がつくね！」

③比較（周囲の展示資料・生活経験・既習事項等）

　関連する周囲の展示資料や自分の生活経験や既習事項を想起して比べてみる。

　「これは、さっき調べたモノと関係があるね。」

④理解

　展示資料を自分の知識として理解する。（解説等のキーワードを使ったメモ）

　「そうだったのか！わかったことをメモしよう！！」

⑤認識（自分の考え）

　学習対象の展示資料に対して自分なりの考えを持つ。

　「調べたモノから・・・ということがわかります。」

つ
か
む

１. 資料提示・見学活動
　　①提示された資料を見る。
　　②博物館での見学活動で展示資料を見る。
２. 問題意識
　　資料や見学した内容に対して一人一人が疑問を持つ。
３. 学習問題の設定
　　疑問を出し合い、共通の「学習問題」を設定する。
４. 予想
　　各自で学習問題に対する答え（予想）を持つ。

調
べ
る

５．学習課題の確認
　　 予想を確かめるための必要な情報（展示資料）収集が学習課
題になる。

６．調査活動
　　 自分の学習課題を解決するために博物館で主体的な調査活動

を行う。
７．調査内容の整理
　　調査内容を整理して発表用資料を作成する。
８．発表活動
　　調査内容を発表し合う。

ま
と
め
る

９．話し合い活動
　　学習問題に即して、発表し合った調査内容について話し合う。
10．学習内容のまとめ
　　 話し合いの内容を整理して、学習問題に対しての自分の考え
をまとめる。

過
程

①博物館活用A型【課題設定型】導入（つかむ）段階

　【博物館学習→学習課題→調査→まとめ】

　見学活動を通して子どもの関心を集約し、学校での学習課題を設定する。

　☞ 共通体験によるモノとの新鮮な出会いが関心を高め意欲的な学習が展

開できる。

②博物館活用B型【問題解決型】展開（調べる）段階

　【学習課題→博物館学習・調査→まとめ】

　学校での学習課題を解決するために、博物館で調査活動を行う。

　☞ 自分の課題に関するモノについて調査することで主体的な学習が展開

できる。

③博物館活用C型【学習整理型】終末（まとめる）段階

　【学習課題→調査→博物館学習・まとめ】

　 学校での学習内容を博物館での体験活動や展示資料の見学活動を通して

整理する。

　☞ モノに触れる体験を通して、理解の定着と実感を伴った学習が展開で

きる。

④博物館活用D型【発展学習型】発展（広げる）段階

　�【学習課題→調査→まとめ→博物館学習】

　 学校での学習内容から発展したテーマについて調べるための博物館学習

を行う。

　☞ 自分で関心を持ったモノに対して幅広く追究する学習が展開できる。

（自由研究等）

主体的な調査活動
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教員と教育普及課職員

と学芸員の三者による

協議

（5）事前学習及び指導をして博物館に行く。【サポート２】
　○学芸員による児童生徒への学習支援
　　展示室でのサポート（図 3）
　「展示室で子どもたちに支援をしてもらいたい。」という
教員の依頼に対して、学芸員が可能な範囲で対応する。

（6）事後学習をして博物館学習の深化を図る。
　①調査内容の発表会　②感想文・意見文・新聞作成等
（7）実践をふり返る。「博物館学習実施報告書」【資料 3】

（3）博物館活用の類型
　したがって博物館学習を実施する際には、学校側が教材
研究の段階で活用する博物館をリサーチし、学習過程の中
での博物館活用の位置づけを検討することが求められる。
その位置づけにより、学芸員の展示室におけるサポート方
法も変わってくる。
　A 型（つかむ段階）では、見学活動が中心になるので、
子どもからの質問対応や簡易な展示解説に止める。B 型（調
べる段階）では、予め提示された子どもの課題に対応した
展示資料についての解説を行う。C 型（まとめる段階）では、
ハンズオンを中心にした資料を用意して学習内容を体感さ
せると効果的である。D 型（広げる段階）では、学校での
学習内容から発展した資料を紹介するなど、子どもの実態
に即した対応が求められる。

６．博学連携による博物館学習

　博学連携による博物館学習を推進するために次のような
システムを構築した。実質的な連携のために、教育普及課
のコーディネートと研究員の 2段階のサポートを設定して
いる。
（1） 教育普及課に団体見学の申し込みをした際に、博物館学
習の説明を聞く。

（2） 県立中央博物館のWebページの「学校団体」から「博
物館学習」を見る。

（3）博物館学習を希望する場合は、教育普及課に連絡する。
　  Webページの「博物館学習対応シート」【資料１】に必
要事項を記入し FAX送信する。

（4）博物館を予察する。【サポート１】
　①教育普及課職員と博物館学習の方法について協議する。
　　博物館学習のコーディネート（図 1）
　 「博物館でどのような学習ができるのか。」
　「どのように学習させればよいのか。」
　などの博物館学習の内容と方法について、教育普及課職
員が説明を行う。

　②学芸員と展示室等において教材研究をする。
　　教材研究のサポート（図 2）
　「展示資料の解説を聞いて教材研究をしたい。」という教
員の要望に対して、学芸員が可能な範囲で対応する。
→協働で「博物館学習計画書」【資料２】を作成する。

【資料１】「博物館学習対応シート」

図1　博物館学習の���

コーディネート

図 2　　教材研究の

サポート　

学芸員による学習で使

用する展示資料につい

ての説明

図 3　　展示室での

サポート　

学芸員による子どもの

学習課題に対する展示

解説と質問対応
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７．おわりに（実質的な連携体制の構築のために）

　先述の通りこれからの連携体制としては、依頼対応型の
連携ではなく相互支援型の連携が望ましい。多忙な教員へ
の配慮と打ち合わせ時間等を省略したスムーズな対応のた
めに、博物館側が「体験パック」のような教育プログラム
を提供して、学校側がそれに「丸投げ」をするようなシス
テムは、実質的な博学連携としては相応しくない。また、
一方通行的な出張授業や移動博物館も同様である。それは、
博物館の役割として、子どもに対する教育の他に、指導者
である教員の指導力の向上にも寄与することが望ましいか
らである。そうすることで、将来的には、博物館側の教育
活動に関われる人材の育成にもなり、博物館学習の質的向
上を図ることにもつながっていく。
　「博学連携による博物館学習」を実践するために、学芸員
と教員が共に教材研究を行うことで、学芸員の専門性と教
員の学習内容に関する知識が融合される。また、共に子ど
もへの学習支援を行うことで、学芸員は、教員の指導方法
と子どもの実態をつかむことができ、教員は学芸員の展示
解説の方法と展示内容に関する知識を学ぶことができる。
　つまり、この一連の教育活動により、学芸員の専門性に
関する情報と教員の学校教育に関する情報の共有化が図ら
れ、双方の教育の限界性への対応が可能になる。また、こ
の実践を継続することにより、双方の子どもへの指導力も
向上していく。さらに、このことにより教員と子どもの博
物館リテラシー（博物館の利活用能力）も向上するという
一石三鳥の教育効果が生じる。それは、子どもにとって生
涯にわたって学習する力が備わることにもなり、生涯学習
社会への対応へとつながっていくのである。
　このような体制が整って、はじめて実質的な連携体制が
構築されるのであり、その究極的なねらいは、博物館と学
校との相互理解に基づく人間関係づくりにあると考える。

※本研究は財団法人日本科学協会から平成 24年度笹川科学
研究助成を受けて実施しました。同財団に謝意を表します。

注
１） PISA調査（Programme for International Student Assessment） 

 ：国際学力調査
　OECD（経済協力開発機構）が 1988年よりはじめた事業
で生徒の学習到達度調査と訳される。主に読解力、数学的
リテラシー、科学的リテラシーの 3分野について調査する。

参考文献
大堀 哲・水嶋英治「博物館学Ⅱ－博物館展示論・博物館教
育論－」学文社 2012

【資料２】「博物館学習計画書」

【資料 3】「博物館学習実施報告書」





− 59 −

第 18 号　2014 年 3 月

１　はじめに

　平成 26年の日本ミュージアム・マネージメント学会（以
下、JMMAと記す）の第 19回大会のテーマは「社会のため
のミュージアム―ミュージアムがおこす新しい風―」とさ
れ、変化する社会の中のミュージアムの在り方を考えるこ
ととなっている。19年前の第 1回大会のテーマが「ミュー
ジアムがつくる新しい文化」、第 2回が「新しい時代をつく
るミュージアムの可能性」、第 3回が「時代の転換とミュー
ジアム」であるから、20年を経て学会発足当時のテーマに
戻ってきたともいえる。何時だって「時代の変換点であった」
というわけであるが、ここで重要なことは変換点という「時」
ではなく、変化する状況の認識であろう。
　現在、JMMAでは学会設立 20周年記念事業として「ミュー
ジアム・マネージメント事典」の編集作業が進められている。
JMMAの使命は、実践に則してミュージアムの経営の改善
に寄与することにあるが、学会であるからその学問領域と
方法論の確立が求められる。その観点からも「ミュージアム・

マネージメント学」で配慮すべきは、有益な事例紹介とと
もにそこに流れる理論的根拠であり、その拠点となるのが
本紀要である。
　そこで、ここでは「博物館法に基づく運営実現の時代」
（1950～ 1980年代）「生涯学習社会を実現する時代」（1990

～ 2003年）「情報化社会に対応する運営実現の時代」（2003

年～）の三区分に応じた博物館経営の変容と JMMAの活動
を振り返り、今後のミュージアムの新たな社会的意義の可
能性について、マネージメントの視点から提案する。

２　�教育普及活動を中心とする博物館活動－博物館法の理
念を実現する時代－

　明治初期にはじまる日本の近代的博物館の使命は一般国
民へのさまざまな物証と知見による啓蒙普及とされ、1950

年代以降の日本の博物館の経営構造は米国の社会教育の考
えの影響下で日本の博物館法（1951（昭和 26）年策定）に
表現されている。その学習デザインは、地域の学習機関と

高　安　礼　士 *1

Reiji TAKAYASU

（上）JMMA の成立と経緯　20 年を振り返る
ミュージアムの変容と新たなマネージメントの可能性

Possibility of the new management corresponding 
to the change of museums from 1950’ in japan

*1　千葉市科学館 プロジェクト・アドバイザー Chiba City Museum of Science, Science Communication Expert

特集
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年代からの「教育普及活動重視」に始まっていたが、それ
らが現実の形となって現れたのが 1980年代から 1990年代
の時期に設置された大規模な県立博物館であり、博物館教
育専門の普及課の配置が進められたのもこの時期である。
つまり、日本の博物館の教育普及事業重要視は、1970年代
から 1990年代前半と考えることができる。その当時の認識
としては、博物館が中心となって生涯学習のための連携を
他の研究・教育機関と行っていくマネージメントの在り方
を検討する、といったものであった。

３　変化の兆し－生涯学習社会を実現する時代－

　こうした博物館事業の変革期にあって JMMAが設立され、
コレクションを一カ所に集め展示公開し、収集資料に関係
する教育普及事業を展開する「博物館」を変化する社会環
境の中で捉え直し、より自然環境や地域の課題等に対応で
きる「新しい機能を持つミュージアム」の探求を行ってき
た（表 -2,3参照）
　1980年代から 1990年代に設立された県立博物館の多く
は、調査研究を重視する一方で、生涯学習を実現するため
の「組織マネージメント」を必要とし、関連テーマの博物
館研修会も各都道府県で行われた。更に自然及び社会的環

境問題に対応する新しいコンセプトであるエコ・ミュージ
アムや究端技術科学館、新たな学習理論に基づくチルドレ
ンズ・ミュージアムが、より拡がりのあるミュージアム像
を求め、そのための理念とマネージメントが必要とされ
ていたのであった。そのような変化に対応するするため、
JMMAでは「特別事業」を 2001年から 2008年間にわたり

して市民や学校等の教育に貢献するという考えに基づくも
のであるが、「教える人」と「教えられる人」に分け、学芸
員は「指導者」とする関係性が定着していた。
　現行の博物館法において、特に「教育普及事業」に関す
ることは第三条に明確に記されている（表 -1参照）。また、
教育普及事業を担う学芸員は、博物館法第四条で、「学芸員
は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他こ
れと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。」と
記されている。 学芸員は資料の収集 ･保管とその展示が主
な仕事と考えられており、博物館の教育普及事業は博物館
資料を活用した教育プログラムを実施することが示されて
いる。1970年代は、調査研究に基づく展示活動の重要性は
変わることはないが、米英の博物館運営の影響もあって日
本でも「博物館の教育普及活動の重視」が強く言われた時
期でもあった。

　その運営や行政な根拠となったのが 1973年の「公立博物
館の設置基準」（いわゆる「48規準」）であり、政令指定都
市立の科学館や県立の歴史や自然史博物館の設立の「財政
折衝」の指針となって、その後の生涯学習時代の中核博物
館設置の原動力となった。
　1980年代の日本は「Japan as Number One」注 1）ともてはや
され、高度経済成長を経て「バブル期」を迎えた後、1990

年代中期には「バブル崩壊」を経験していたが、この頃に
は大規模な県立博物館が設置され、欧米の博物館のコンセ
プトに学んだ「教育普及活動重視」が設立の重要な方針と
なっていた。関東地方では、栃木県立博物館（1982年）や
茨城県自然史博物館、千葉県立現代産業科学館（1994年）
等の設立時期がこれに相当する。生涯学習時代を迎えて「学
習機関としての博物館」に多くの期待が向けられていた時
期でもあった。1950年から 1995年頃までは、戦後日本がア
メリカの社会教育制度の影響下で、その経済成長とともに
教育普及活動を中心事業とする地域博物館（まるで中生代
の恐竜と K-T境界注 2）のように）を充実させ、世界にも例の
ない「生涯学習機関」としての博物館を実現させようとし
た時代であった。日本における博物館運営の変化は、1970
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場では大きな影響を持つに至っている。特にそこで働く職
員にとっての永続性のある身分確保は、学習デザインとは
別の博物館経営の大きな課題となっている。
　この間の一連の博物館改革の流れは、社会教育や博物館
行政の中で起こったのみならず、高度経済成長の達成とバ
ブル崩壊と言った日本社会全体の「構造改革」の一環とし
て行われ、博物館界の細かな議論の末に行われたものでな
いことは明白であるとともに残念な点でもある。その中で
も、欧米先進国に学び「追いつき追い越せ型」の成果とし
てあげられるのが「対話と連携の博物館」（日本博物館協会、
2000年）であろう。この調査研究委員会では、単にミュー
ジアム運営の理念を検討するのみならず、そこに至るマネー
ジメント、実装化のプロセスまでを検討する方法を確立し
た。この提言を受け、その後日本博物館協会内では「博物
館の望ましい姿」「各種手引き（使命計画、資料の取り扱
い、高齢者、バリアフリー）」の作成、ベンチマーク・自己
点検支援などの評価への取組み、博物館法改正の検討、「博
物館の設置及び運営上の望ましい基準」の策定、「博物館
関係者の行動規範」の策定、などの提言 ･事業展開へとつ
ながっていったのは、この時期の大きな成果といってよい。
JMMAの研究紀要にも、同様なテーマの研究論文が数多く
発表された時期でもあった。
　その間、大きく変わったのが、IT技術の進歩による情報
端末の著しい変化、発展である。1980年代に博物館資料の
データベースやビデオテークによる博物館情報の公開が試
みられたが、運営コストと利用者の利便性が原因で定着せ
ず、2010年代に入ってからパソコンと携帯電話を一体化し
た端末 (スマートフォンやタブレット端末 )の利用の拡がり
が、人間関係や社会構造の変革とともに博物館経営に直接
的な影響を与えている。

４　新しい社会構造に対応できるマネージメントを目指して
－高度情報社会におけるミュージアム－

　世界的な政治や経済の不安定さが増し、日本全体が東日
本震災後の経済・社会・行政制度の再構築を目指している中、
「ミュージアムは社会のために何ができるか、また新たな機
能として何をなすべきか」をより明確にしていくことが求
められている。バブル崩壊後の 20年間、ミュージアムは水
族館や美術館の一部に新しい動きはあったものの、多くの
施設は閉塞感の中で経営を続けている注４）。
　こうした状況下で JMMAは、平成 24年度からの 3年間
の活動テーマを「社会のためのミュージアム」とし、24年
度は「心に残る新たな表現」、25年度は「つながる仕組み」
を年間のサブテーマとし、最近生まれたツイッターやフェ
イスブックなどの新たな機能や方法を用いて、ミュージア
ムをどのように社会につなげて活性化し、新たな価値を創
造していくかを取り上げ、「つなげる仕組み」をサブテーマ
として、ミュージアムと個人や社会とのつながり方につい

欧米の博物館先進国から博物館理論の研究者や実務者を招
聘し、さまざまな新しい概念を紹介し、JMMA独自の理論
構築を行った。
　これらの成果の基礎となったが、図 -2に示すミュージア
ム・マネージメントの構造である。これは、ミュージアム
の経営の中における「教育普及事業」を単に「博物館資料
を活用した学習プログラムの実施」と考えるのではなく、
広報活動や地域との連携とを含む幅広い意味での「Public 

Relation」として捉えて「Communication Policies」とした。
この考えは、JMMA特別事業の各国からの一連の講演者の
提言（表 -3と JMMA研究紀要第 16号 p3「表　日本ミュー
ジアムマネージメント学会の外国人講師招聘者一覧」を参
照）によるところであり、特に 2003年の英国レスター大学
のアイリーン・フーパー・グリーンヒル教授とオランダの
ラインワルトアカデミーのピーター・フォン・メンシュ教
授の示唆によるところが大きい。それらを受け、JMMAで
は 2003～ 2005年の活動テーマとして「ミュージアム ･コ
ミュニケーション」を掲げたが、時代は移動体通信を駆使
する高度情報社会へと動き、さまざまな分野でコミュニケー
ションが中心的テーマとなっていく。

　公立の博物館の予算が削減され、徐々に人員も削減され
たのは、その後しばらく経ってからであるが、ミュージアム・
マネージメントが提案されたのは「経営の困難さ」への対
応というより、生涯学習を実現するための幅広い教育普及
事業の積極的な展開のために活用されたからである。その
後、社会教育機関の改革が現実のものになったのは、数値
基準削除、大綱化・弾力化を旨とする「公立博物館の設置
及び運営上の望ましい規準」の改正（2003年）である。こ
の間、学芸員の能力開発や資格制度等が文部科学省や日本
博物館協会で 1998年から検討されているが、博物館行政等
の大綱化、弾力化の検討は 2001年に誕生した小泉内閣以前
から着手されており、国全体の方向となってその後「公の
施設の指定管理者制度」の導入となり、ミュージアムの現
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ログラムの再現と学習者の変容」「学習記録の更新」等の具
体的な取り組みが必要となり、博物館資料の「個人利用」「学
術研究利用」「社会・経済的利用」を保証するデジタル技術
によって、博物館サービスは『ゆりかごから墓場まで』の
時代となる。すなわち、学習機会という名の生涯ステージ
における博物館の利用機会は、「子どもの時、親になった時、
祖父母となった時」の人生３度の利用から、今後は個人の『誕
生』『入学』『卒業』『結婚』『誕生日』『送る会』等の人生の
すべての生活イベントにミュージアムが関与できる可能性
をもつこととなるのである。
　そのための学習プログラムは、どのようであるべきか。
博物館資料を活用した学習プログラムが博物館活動の基本
ではあったが、IT技術の進歩によって博物館資料はその記
録方法も変わり、その結果として研究者や一般利用者に対
する提供方法はアクセスの容易さと徹底的な公開へとその
手法・内容は大きく変わっている。事実、町中にある歴史
的遺物をスマートフォンで覗くと、さまざまな「資料情報」
が閲覧できるようになった。観光や調査でぶらりと寄った
博物館では、その場で本人の学習記録や調査実績が閲覧で
き、一般市民による博物館活動として利用ですることなど
が既に実現しつつある。
　博物館資料は、単にモノとして保存するのみならず、3D

プリンタで再現できるようなデータ保存も必要であり、そ
れを公開すれば、研究者を含む利用者がさまざまな文脈で
活かすことができる。個人的な文脈による資料の評価や活
用もある。研究者としての新しい文脈に基づく価値付けも
可能であろう。そして、社会的な文脈の中で多様な活用も
可能となる。また、単独の博物館として資料を利活用する
のみならず、他の博物館や研究機関、学習機関と連携した
「幅広い学習活動」が可能となり、それはとりもなおさず「博
物館資料の開放」「博物館の教育プログラムの開放」となり、
SNSを活用してさまざまな分野の博物館資料を組み合わせ
て「新たなストーリー」を展開し、新たな展示、新たな教
育プログラムを学芸員に代わって市民が提供することも可
能となる。
　今日の博物館の状況を改めてマネージメントの視点から
眺めてみると、運営機構としての組織、運営員としての人材、
運用ソフトとしての学習プログラム等において社会の構造
変化に抜本的に対応できる共通のマネージメントが確立さ
れてない状況であり、それらを踏まえて、今後は急激に変
化する IT技術に根ざす社会の状況に対応できるため、以下
の具体的マネージメントを本学会をはじめとするさまざま
な機関において積極的に試み、実現していくことを提案す
る。
　①ミュージアム利用者が価値を創造する仕組みの提供
　②創造された価値を社会に還元する仕組みの提供
　③利用者同士がつながる仕組みの構築
　④博物館情報のマネー化の仕組み構築
　⑤情報開放とオリジナル情報の価値保全

て取り組んできた。このような「社会とつながるミュージ
アムの姿」を見定めようとした時、これまで言われてきた
「博学連携」「博博連携」「研究機関との連携」「地域との連携」
は勿論のこと、地域またはグローバルな社会的課題につい
て「何らかのものを寄与できるミュージアム」を「知識社
会におけるつながる仕組み」から考えることが必要である。
今日のように情報端末が個人で自由に使用できる時代では、
単に博物館がモノを展示し、それにまつわる情報を一方的
に提供する「コントロールする時代」は終わり、地域連携、
高齢化社会、高度情報社会に対応できるマネージメントを
目指して市民の知的要望に応えるミュージアムのマネージ
メントが求められることになった。このような構造変化は、
ミュージアムとステークホルダーとの関係を変え、嘗ての
関係性とは異なるサービスの提供が求められることを認識
すべきであろう。博物館の機能が十分発揮されるために本
来想定していた「モノとヒトの対話」は大きく変化し、「モ
ノに関する情報と端末を通したヒトの認知」を考えたミュー
ジアム機能が今後重要となる。珍しいモノを見せる「キャ
ビネット型ミュージアム」、自国の成り立ちを示す「体系 ･
系統展示ミュージアム」、ミュージアムからのメッセージを
議論する「フォーラム・ミュージアム」は過去のものとなり、
市民・地域の求める個別テーマに関する「知識」を提供す
る「ソーシャル・ミュージアム」（「ミュージアム・コミュ
ニケーション Ver.2.0」とでもいうべきもの）が今後のモデ
ルとなるであろう。

　そこでは、単に学びや楽しみのためばかりではなく「直
接的に社会に還元する活動」注 3）が行われることとなる。そ
のような、地域や人々の個別テーマに関する学習要望に応
えるためには単一のミュージアムでは応えることができず、
さまざまな機関と連携する知識ネットワークをもつことが
不可欠となる。さらに、「資料の記録形式の変化」「学習プ
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　⑥ 時代に則したビジョンの形成と人材育成（館内マネー
ジメントとして）

　⑦ 統制型経営から関係者とのネットワークを形成する生
態系経営への変換

　今私たちが「新しい風」と感じているのは、特定の空間
と時間に縛られない博物館活動であり、それを可能とする
のは最近の IT技術の進歩に他ならない。それをどのような
場の中でデザインし、どのように活用していくかがミュー
ジアムの新しいプロフェッショナリズムであり、ミッショ
ンマネージメントなのである。
注 1） 『ジャパン・アズ・ナンバーワン』（1979年原題：

Japan as Number One）は、アメリカの社会学者エズラ・
ヴォーゲルの著わした書名で、バブル景気当時の日本
経済を象徴的に表す語としてしばしば用いられるが、
産業技術の優位さや高効率を示したものであり、日本
の文化や社会経済的な評価ではないことに注意した
い。

注 2） K-T境界とは地質年代区分の用語で、約 6550万年前
の中生代と新生代の境目に相当し、恐竜絶滅の原因と
なる急激な環境変化があったとされている。

注 3） 「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について
－知の循環型社会の構築を目指して－」（平成 20 年中
央教育審議会答申）

注 4） 「日本の博物館総合調査研究報告書」（文部科学省委
託「地域と共に歩む博物館育成事業」2008（平成 20）年）
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