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第３　事業計画

１　事業計画の検討にあたって               

（１）次世代型施設への模索

  　戦争に関する資料館（以下「資料館」という。）は、戦争体験を持つ人々が少

なくなる２１世紀という新しい時代状況のなかで開設されることを重視しなけれ

ばならない。こうした状況の中では、貴重な戦争体験を確実に次世代に伝えると

ともに、長期的な課題として、「戦争体験を持たない世代が、さらに戦争体験を

持たないその次の世代へ、戦争体験をいかにして伝えていくのか」ということを

考えていかなければならない。

  　  この課題は、ひとり資料館のみの課題ではなく、広島、長崎、沖縄を始めとす

る戦争体験及び平和に関する類似施設全体が抱える２１世紀に向けての課題であ

る。こうした状況を踏まえ、２１世紀を視野に入れ、戦争体験の継承のための次

世代型の施設づくりをめざすものとする。

（２）多様な利用形態への対応

    まず、多くの方々に来館していただける工夫をしなければならない。そのため

の情報発信が重要になる。広報活動の強化など、様々な工夫が必要である。

  　  次に、戦争体験を持たない来館者に対して、より一層わかりやすく、実物資料

を駆使した興味をひく展示、情報提供を行わなければならない。そのためには、

来館者の新しいニーズを十分に検討し、それに対応しなければならない。また情

報提供の方法なども、一層の工夫を凝らすようにしなければならない。

  　  さらに、必ずしも来館を前提にしない利用形態についても検討しなければなら

ない。インターネットや出版といった多様なメディアを駆使して情報を発信し、

家庭や学校などでも資料館の中身に触れることができるようにする。そしてこう

したコミュニケーション手段を通じて、最終的には資料館に足を運び実物資料に

触れるという行動を促すといった工夫も必要である。

（３）地域の戦争に関するデータベース

   資料館は、地域の戦争体験に関する資料や資料に基づく様々な情報の集積され

る場所である。つまり、戦争体験に関する地域のデータベースであり、世代を超

えて、次々と手渡されていくデータベースである。

   こうした機能を十分に発揮できるよう、資料や資料に基づく情報の整理や検索

システムなどを整備しておかなければならない。
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２ 事業の内容

 

（１） 事業の種類と体系

資料の収集事業

資料館の各種事業の基礎となる

                               　　様々な資料の収集

               　資料の保存事業　　　　　　　　　     調査・研究事業

　           　収集された資料の適切な            資料館の各種事業の円滑な実施、

                 　整理・保存                        質の高さを支える事業

　　　　　　　　　　　　　　    追悼・平和祈念事業

　　　　　                   　資料館の理念・事業を基礎に

                            戦争犠牲者を追悼し、平和を祈念

                  　展示事業　　　　　　　　　      学習・情報提供事業

　　　　　資料の収集事業、保存事業、調査・　　　　来館者の展示に対する理解や

       　　研究事業を基礎に資料を整理し、  　　 県民の学習活動に役立てるための、

          　わかりやすいかたちで展示する          図書・文献資料や映像資料

             　 資料館の中心的事業                    　などの情報提供

   

                              　　普及・交流事業

                           戦争体験の継承、平和の希求に関する

                             各種の行催事、交流事業

（２）資料の収集事業

  ア　資料の所在調査

　引き続き資料の所在調査を実施する。今後ますます資料は収集しにくくなると

思われるので、個人や企業などに対するよりきめの細かい調査を実施する必要が

ある。また、戦争体験者の高齢化という実情を考えれば、戦争体験者の証言の聞

き取り調査も緊急の課題である。

こうした資料の収集事業や、情報ネットワークの構築に役立てるため、県内関連

施設の資料等の保存状況についての調査を行う。
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イ　収 集

   所在情報をもとに、計画的かつ体系的に資料の収集を実施する。将来は、愛知

県内だけではなく、戦時中愛知県と関連が深かった地域（岐阜県、三重県、滋賀

県など）にも収集エリアを拡大することも必要である。

ウ　収集の方法

収集事業は開館後も継続的に行わなければならない事業である。従って、その手

法については一層工夫を凝らす必要がある。将来は実物資料から二次的な資料（文

献や映像など）へ移行したり、県民の学習ニーズに的確に対応し、継続的な収集

事業を実施する。

また、県民の参加と協力のもとに資料の収集事業を行うほか、県民、企業等に対

して資料の提供キャンペーンを行う。

（３）資料の保存事業

ア　実物資料の保存

　資料は良好な状態での保管ができるようにする。例えば紙製、革製、金属製と

いった資料の素材とその性質に応じて資料の劣化を防ぐようにする。

イ　保存システムの構築

　実物資料の関連情報の整理・保存、コンピュータを使った写真や文書資料のデ

ジタル化、資料の検索システムの構築などを行い、各種の資料を資料館の多彩な

内容の事業に活用できるようにする。

（４）調査・研究事業

  効率的な資料の収集とその的確な評価、適切なかたちでの保存方法等に関する

各種の調査・研究事業を行う。

   また、展示事業、学習・情報提供事業などの内容を正確かつ充実したものにす

るための各種の調査・研究や普及・交流事業の企画・実施に関わる調査・研究な

どを行い、資料館で行う各種事業の円滑な実施や水準の向上に役立てる。

 

　                      ＜調査・研究の基本項目＞

　・資料の所在調査

　・収集した資料に関する調査・研究

・ 資料の保存方法、資料の検索システムに関する調査研究

・ 県民のニーズに関する調査・研究

・ 展示等の事業手法等の調査・研究
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 （５）展示事業

 

   ア  展示に関する基本的な考え方

(ｱ) 事業全体と展示の関係

 資料館の基本的性格である以下の４項目は、展示事業を中心としつつ、展示

以外のいくつかの事業によって実現される。個々の事業は、これらの基本的性

格をそれぞれに体現し、同時にそれぞれの事業の性格を生かして役割を分担し、

連携していくものとする。

 　　　   　＜資料館の基本的性格＞           　           ＜事業の種類＞

       ○県民の戦争体験を継承する                    ○展示事業

       ○戦争と平和について学び、考える              ○収集・保存事業

       ○戦争犠牲者を追悼し、平和を祈念する          ○調査・研究事業

       ○平和のための交流を深める                    ○学習・情報提供事業

        ○普及・交流事業

     ○追悼・平和祈念事業

     (ｲ)展示事業の役割分担

  展示の種類          基本的性格           役  割

  常設展示 ・ 資料館の「顔」ともいうべき性

格

・ 一定のイメージを常に発信し続

けることができるが、反面、固

定的で、変化への対応が遅れや

すい

・ 基本的な情報提供を担当

・ 資料館の基本的な性格のうち「県

民の戦争体験を継承する」部分を

扱う

・ 変化に対応できる柔軟な展示シス

テムとする

  企画展示 ・ 資料館の「動き・成長」ともい

うべき性格

・ 変化していく価値観や考え方、

新しい要素への対応がしやす

く、タイムリーな事業に適して

いるが、一定のイメージを形成

していくのが難しい

・ 時代の変化への対応を担当

・ 資料館の基本的性格のうち「戦争

と平和について学び、考える」と

「平和のための交流を深める」を

扱う

・ 常設展示の内容を広げたり、深め

たりする役割を担当

 その他の

 展示

・ 上記二つの展示手法を補足する

   収蔵展示、コーナー展示、ネッ

  トワーク展示などがある

・ 主として常設展示と連動しつつ、

独自の役割を果たす
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　イ　常設展示

(ｱ) 展示構成の基本的な考え方

            「県民の戦争体験」と「戦争に関わる地域史」

の二つを軸に展開する。

◎ 「県民の戦争体験」と「戦争に関わる地域史」の二つの軸をもつ展示を、

より深く理解するために必要な情報としての「戦争の全体像」を効果的な

位置に配置し、さらに戦後の地域史「戦後の暮らしと復興」を適切に配置

する。

◎ 戦争と平和に関するテーマは多岐にわたるので、必要に応じて常設展示以

外にも企画展示や他の事業活動で扱う。

  

     (ｲ)常設展示の基本構成

 

 　　　　　　　　             Ａ  戦争に関わる地域史

 　　　　　　　　　　　           ①空襲の惨禍

                                  ②産業と戦争

                                                                

 　　　　　　　

                        Ｄ  より深く、より広く知るために

                             （時間軸展示・空間軸展示）

                                  「戦争の全体像」

    

    

          Ｂ  県民の戦争体験Ⅰ                      Ｃ  県民の戦争体験Ⅱ

         （「銃後」の戦争体験）        　         　 (「軍隊・戦地」での戦争体験）

            ①戦時下の生活                              ①軍隊での戦争体験

         ②戦時下の教育と子ども                      ②戦地での戦争体験

 

                                Ｅ  戦後の地域史

                                 「戦後の暮らしと復興」
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     (ｳ)常設展示の展開

 

     　＜展示のあり方＞

・ 実物資料を通じて、個々の資料にまつわる人の生き死に、心や気持ちを伝え

る。すなわち、資料が「何であるか」よりも「何を語るのか」を伝えるよう｢語

りかける｣展示を心掛ける。

・ 具体的・個別的な資料を提示し、その意味や解釈は来館者自らが考えること

ができるような展示とする。すなわち、「問いかける」展示とする。

・ 身近な物事や、現在の事物や地域とつながる展示とし、来館者の知ろうとす

る気持ちの回路につながるようにする。すなわち身近で現在につながる「わ

かりやすい」展示とするよう心掛ける。

 

 

     　＜展開の基本的な考え方＞

 

 　  ●県民の戦争体験

・ 県民から寄せられた各種の資料や証言を基礎に構成する。これらの実物資料・

証言は、その提供者にとって、掛け替えのない貴重な資料であることに留意

し、個々の資料を大切に扱う展示内容とする。そして、こうした個々の資料の

背後にある個別的な戦争体験を重視する。

・ あらかじめ設定された全体ストーリーの中に個々人の個別的な戦争体験を整

理してつなぎあわせるようなことを避け、生の戦争体験を語る個々の実物資

料や証言に即して展示を構成する。

 

        (例） 真空管ラジオ（木製）               ○○さんが終戦の詔勅を聞いたラジオ。

                                                （その時の○○さんの気持ちは・・)

             　                          　       

                

   　        当時の暮らしに関する資料     　　　　　　　　　　       語りかける展示

 　　　　　　　　

                                            

            （今はテレビだが）戦時中の      　  なぜそのような気持ちになったのか？

             大切な情報はラジオが伝えた

          

 

               わかりやすい展示                     問いかける展示

 

 



7

  　 ●戦争に関わる地域史

・ 愛知県と名古屋市が共同で設置する資料館として、地域の戦争体験を重視し、

地域の戦争体験を総合的かつ体系的に扱う。

・ 具体的に、愛知県の「どこで」「なにが」あったのかを重視する展示とし、

地域の戦争の歴史に関わる具体的な資料を用いて展示を展開する。

 

      （例）    ２５０キロ爆弾        　         　○年（戦後）名古屋市南区の建設

                                                  　現場で発見された爆弾(処理済み)

 　               

       

               ○年○月○日の名古屋空襲時

 　            の爆弾。死者○名 　　　  

            

 　       

      　       空襲とは、一般の人々や街を           なぜ街の真ん中から、このような

      　       も対象にし、だれでも巻き込           ものが出てくるのか

      　       まれる

 

 

 　  ●「戦争の全体像」時間軸展示・空間軸展示

・ 「県民の戦争体験Ⅰ・Ⅱ」「戦争に関わる地域史」は地域に根差した戦争体

験の展示であるが、この地域としての戦争体験を、先の大戦を中心とした戦

争の全体像と関連づけ、より深く、より広く知ることができるようにする。

・ 先の大戦を中心とした戦争の全体像は、長い時間の経過と空間的な広がりの

理解がポイントである。そうした理解ができるような客観的かつ総合的な展

示とする。

    ●戦後の地域史「戦後の暮らしと復興」

・ 戦後の地域社会の状況や人々の暮らしの中に残された「戦争の傷跡」と、そ

れに立ち向かった地域社会の様子を扱う。このことで戦争から平和への社会

的状況の転換を提示する。

・ 戦後の街の復興の足取りをたどり、現在の地域社会とつなぐ展示とする。こ

のことで戦争は過去のものであるが、同時に現在の地域社会の出発点であっ

たことを提示する。
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    (ｴ)各展示コーナーの基本構成

   Ａ　戦争に関わる地域史

     ①空襲の惨禍

   

                     テーマ：私たちの街の空襲

          　　 

　   展示主旨　・いろいろな街に爆弾が投下された事実

　　　　　　　　　　   ・空襲体験とは

             展示の基本構成　 (1)各地の空襲の記録

             (2)県民の空襲体験

   

      ＜展示の展開（例）＞

            

　　　　　　 Ａ－①－( 1 )各地の空襲の記録（あわせて各地の軍事施設に関する展示も行う）

・ 名古屋市関連資料        ・豊橋市関連資料　　　・豊川市関連資料

・ 一宮市関連資料        　・半田市関連資料　　                   など

             

　　　　　　 Ａ－①－( 2 )県民の空襲体験

・ ２５０キロ爆弾   　・焼夷弾で焼け焦げた床板、空襲により変形したビン

・ 爆焼死証明書       ・消火作業実施報告書

・ 強力消火弾、防火バケツ、防空頭巾

・ 防空壕に関する資料                    　　

・ 「空襲、地震、敗戦」体験記

・豊川海軍工廠空襲 50 周忌記念合唱楽符　　　　　　　　　　　　　　など
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   ②産業と戦争

       

                       テーマ：生産というもうひとつの戦場

     展示主旨 ・戦争が戦場で戦うだけではなく軍需物資の生産戦でもあったこと

          愛知県は戦前から全国でも有数の工業集積地であった事実

　　　　・人々は生産戦にも参加しなければならなかったこと

        

 　　　　     展示の基本構成   (1)県内の軍需工場

                (2)軍需工場の人々

 

 

 

          ＜展示の展開（例）＞

          

 　　　  Ａ－②－( 1 )県内の軍需工場

・ 陸軍造兵廠関連資料          ･豊川海軍工廠関連資料

・ 中島飛行機関連資料          ･三菱重工関連資料

・ 愛知航空機関連資料  　　　　　　　　                     など

          

 　　　　 Ａ－②－( 2 )軍需工場の人々

 ・表彰状（陸軍造兵廠鳥居松製作所）   ・食器（豊川海軍工廠）

・ 中島飛行機採用通知                 ・動員通知（中島飛行機など） など
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  Ｂ　県民の戦争体験Ⅰ 「銃後」の戦争体験

 

① 戦時下の生活

　　　　　　　　　　　　　　テーマ：暮らしの中の戦争

              展示主旨 ・戦争の中の暮らしとはどのようなものか？

                      ・平和な普通の暮らしとどう違うのか？

      　

　　　　     展示の基本構成　 (1)人々の気持ち

　　　　　　　　　　　　　　　(2)まち

　　　　　　　　　　　　　　　(3)暮らし

            ＜展示の展開( 例) ＞

             Ｂ―①－( 1 )人々の気持ち                

             ・戦意高揚ポスター、戦意高揚スライド ・肉弾三勇士の文鎮

             ・報国債券など ・チラシ「護れよ祖国 備えよ保険」

　　　　 　　・軍人勅諭等庶民への配付写真 ・雑誌「銃後」など

     ・恩賜財団軍人援護会からの「結婚に対する祝辞」

             ・補充隊長から家族に宛てた「戦傷を知らせる手紙」

             ・封筒（戦地へ出したが戻ってきた） ・応徴の家の木札

             ・遺骨伝達式案内         　　  　　　                         　  など

        Ｂ－①－( 2 )ま ち

             ・回覧板（婦人会常会用）          ・写真（国防婦人会の制服姿）

             ・大日本国防婦人会委嘱状 ・当時の新聞

・ 辞令（警防団員を命ず）

     ・都市疎開地方転出証明書（名古屋から豊川へ）

・ 金属回収の明細書と領収書 ・市民読本 　　　        など

　　        Ｂ－①－( 3 )暮らし

             ・割烹帳（雑草料理、代用食、いなご料理など）

             ・妊産婦手帳  ・包帯（戦時中配給品）・電球、電灯の笠

             ・真空管ラジオ､手巻式蓄音機･レコード(昭和 10 年代の歌謡曲、講談など)

             ・足温器、こたつ（陶器製、金属製）、パン焼器

             ・国民服（帽子、防空頭巾、ゲートル）、モンペ、マント、絹製背広

             ・家庭用品購入通帳、配給物資購入登録票、衣料切符                 

　　　     　・ NHK ラジオ領収証                                        など
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② 戦時下の教育と子ども

　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ：戦争の中の学校と子ども

             展示主旨   ・今とは随分違う学校

　　　　　　　 　　     ・子どもたちの目を通して見た戦争

             展示の基本構成    (1)学校と教育（先生と生徒）

                               (2)子どもだった人たちが残したもの

         

　　　　 ＜展示の展開（例）＞

           

　　　　　Ｂ－②－( 1 )学校と教育（先生と生徒）

・ 小学国語読本、小学国語読書       ・尋常小学地理書

   ・高等小学修身書                   ・教科書（女学校）

              ・国定歴史教科書（復刻版）         ・修練要綱（名古屋市国民学校）

              ・中学国史通記                     ・通知表（尋常小・高等小）

              ・セルロイドのお針箱など           ・旅行貯金表（修学旅行用）

              ・体力手帳                         ・水筒

              ・小冊子（女学生の日常生活規則）、青年学校手帳    ・学童疎開の記録

              ・学生服、学徒動員時の学生服、東海中学生服ボタン

              ・国民学校修了記念アルバム         ・当時の学校の風景写真        など

　　　　　　 Ｂ－②－( 2 )子どもだった人たちが残したもの

              ・ラッパ、国旗（少年団使用）       ・少年団へ戦地からの手紙

              ・戦争の絵、夏休みの日誌、文集 　　・干した米、麦のおやつ

              ・おもちゃ                                                 　　  など
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  Ｃ　県民の戦争体験Ⅱ 「軍隊・戦地」での戦争体験

① 軍隊での戦争体験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ：戦場の県民

            展示主旨    ・県民は戦場でどのような体験をしたのか

                        ・その人たちはどのような人々であったのか

   

         展示の基本構成  (1)戦場における個人の体験

                         (2)徴兵制と軍隊

             ＜展示の展開( 例) ＞

              

　　　　　　Ｃ－①－( 1 )戦場における個人の体験

             ・写真（中支からスマトラへいたる各地の転戦の模様）

             ・小銃弾（中国兵使用）              ・遺書（中支）

             ・手記（従軍中の軍隊生活）          ・水筒、飯盒、天幕、毛布などの装備

             ・軍服類                            ・写真（陸軍の作戦中や生活）

             ・写真（中国人と日本兵）            ・シベリア抑留（手紙）

             ・軍事郵便はがき（ルソン島捕虜収容所から）

             ・従軍者慰問カルタ、百人一首        ・軍票（フィリピン）

　　　　　　 ・沖縄戦で使用したゴボウ剣                                          など

　　　　　　 Ｃ－①－( 2 )徴兵制と軍隊

              ・徴兵検査結果通知                 ・入営命令書

              ・出征風景                         ・奉公袋、貴重品袋

              ・日の丸寄書き、千人針             ・軍隊手帳、軍隊用操典、戦陣訓

・ 従軍証明書 　　　　　　　　　　　・陸軍少年兵募集チラシ

　　　　　　　・海軍主計尉官辞令　　　　　　　　 ・演習用手榴弾、弾丸

　　　　　　　・戦死通知、遺骨を入れた箱　　 　　・砲兵射撃教範　　　　　　　  　など
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② 戦地での戦争体験

                                  テーマ：非戦闘員の外地での戦争体験

     

　　　       展示主旨   ･人々はなぜそこにいたのか

                        ･非戦闘員の戦地での戦争体験とは？

      

　　　      展示の基本構成  (1)満州・中国での出来事

                            (2)その他の地域での出来事

      

   

　　　　　 ＜展示の展開( 例) ＞

              Ｃ－②－( 1 )満州・中国での出来事

              ・満州電信電話株式会社株券        ・東海村関連資料

              ・愛知県在満報国農場関連資料      ・朝陽屯開拓団関連資料

              ・東三河郷関連資料                ・満州開拓青少年義勇軍関連資料

　　　　　　　・満州に進攻したソ連兵が略奪したと伝えられる日本人形

・ 引揚関連資料（引揚証明書、引揚船連名簿、検疫証明書、

　　　　　　　　現駐地ヨリ復員地迄ノ輸送表）　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　　　　Ｃ－②－( 2 )その他の地域での出来事

　　　　　　　・引揚関連資料（引揚証明書、引揚船連名簿、検疫証明書、

　　　　　　　　現駐地ヨリ復員地迄ノ輸送表）　　　　　　　　　　 など
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      Ｄ　より深く、より広く知るために「戦争の全体像」

                                               （時間軸展示・空間軸展示）

　　　　　　　　　　　テーマ：戦争全体の流れ（時間軸）と広がり（空間軸）

 　　　展示主旨  ・先の大戦を中心に、年表、パネル、写真だけでなく、音声、映

　　　　　　　　　像等の多様な展示手法を駆使し効果的にその全体の流れを示す。

　   　展示の基本構成

(1) 展示Ａ、Ｂ、Ｃは、どのコーナーから見始めてもよいようにするとともに、

この展示Ｄコーナーは、それら３コーナーの中央部に設置し、ＡＢＣの各

展示を見たあと、再びこのコーナーに戻るような空間構成とすることが望

ましい。

(2) このコーナーは、いわば「総論的な」展示であるが、同時に休憩や会話の

ためのスペースとしても機能するよう工夫する。また、利用者は自らの関

心に応じ知りたいことは自分で自由に見たり、聞いたり、検索できるよう

にしておく。

       

 

 

 

 　　　  ＜多様な展示手法の例＞

 

・ 地名・地図検索壁面パネル

・ 事項検索モニター

・ 多様な装置を使った年表（年表、写真パネル、映像モニターなどを組み合わせ

たもので、空間の周囲の壁面に設置する）

・ パンフレット、図書資料なども一部設置する。
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   　　Ｅ　戦後の地域史 「戦後の暮らしと復興」

 

 

             　　　     テーマ：戦争の傷跡と地域の再生

 

 

 

          　　展示主旨  ･戦争は人と地域にどのような傷跡を残したか

                   　　 ･戦争の惨禍からの人と地域の再生

             展示の基本構成

　　　　　　　　　　　　(1)戦後の社会状況とその足取り

                 （いろいろなかたち、人それぞれの「戦後」）

(2) 復興とまちづくり

　

             ＜展示展開の例＞

              Ｅ－（1 ）戦後の社会状況とその足取り

                     （いろいろなかたち、人それぞれの「戦後」）

          ・励ましの手紙（戦犯の父宛て）    ・傷痍軍人証明書

          ・遺族関係資料                    ・進駐軍関係資料

・ 戦後の新聞雑誌類                ・焼け跡の生活

・ 食料買い出し、闇市、戦争孤児等の写真

・ 赤ガラス付き夜間停止表示灯（終戦直後バスに搭載）

・ 第１回愛知県復興宝くじ　　                            

・ 新憲法普及用冊子

                    ・木炭購入手帳、家庭用しょう油購入手帳

         ・ジュラルミン製ヤカン、一合升

         ・小学校の教科書、時間割、子どもの玩具                  　 など

　　　　　　  Ｅ－（2 ）復興とまちづくり

・ 都市計画の歩み

・ 現在の街と終戦直後の街の比較（写真による）　　　　　　　 など



16

  ウ  企画展示

    (ｱ)基本的な方針

      ａ  常設展示を補完し、常設展示の内容を広げたり、深めたりする。

      ｂ  資料館の基本的性格である「戦争と平和について学び、考える」事業を

　　　　実施する。

      ｃ  資料館の基本的性格である「平和のための交流を深める」事業を実施す

　　　　る。

      　以上の三つの方針を柱に、時代や社会のニーズに柔軟に対応する展示事業

　　　を行う。

    (ｲ)事業の内容

     ａ 常設展関連

 (例)・広島、長崎の原爆に関するもの

    ・沖縄戦に関するもの

    ・ヨーロッパと第二次世界大戦に関するもの

    ・学童疎開に関するもの

    ・日本全体の空襲に関するもの

    ・戦時下の報道に関するもの

    ・「描かれた戦争」（戦時下に描かれた絵画展）

    ・「戦争ポスター展」

    ・アジアの戦争遺跡に関するもの 　　　　　　    　　　　　　 など

    

　  ｂ 現代の課題に関するもの

 （例）・世界の民族問題と局地戦に関するもの

・平和への取組みに関するもの

・戦争と人権に関するもの 　　　　　　   　　　　　　  など

     

    ｃ 国際的な取組み

 （例）・「世界の教科書展」

・「世界の戦争資料館・平和博物館」

・「世界の平和ポスター展」 　　　　 　     　　　　　　  など
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  エ その他の展示

   収蔵展示 ・県民から寄せられた資料のうち、常設展示で展示できない資

料について、分類整理し、来館者が自由に検索・閲覧できる

ことを前提にした実物資料中心の展示。

・将来的には画像データベース化し、ネットワーク展示と統合

する。

   コーナー展示 ・収蔵資料の一部を、一定のテーマで構成し、ロビーや廊下な

どの空間で展示する。

・年に数回の展示替えをし、固定化しがちな常設展示に小さな

変化を与えるようにする。

  ネットワーク展示 ・県内各地の類似施設の紹介や、あるいは歴史資料館や民俗資

料館に部分的に収蔵・展示されている戦争関連資料などを画

像データベース化し、バーチャルな拡大情報展示を行う。

・県内各地の戦争に関する遺跡の情報等もデータベース化し、

利用できるようにする。

・県外各地の類似施設、関連施設の資料データベースとつなぎ、

自由に閲覧できるようにする。

 （例）広島平和資料館の収蔵資料はデータベース化されている。

あるいは広島平和センターでは市民の描いた原爆の絵や、被

爆に関する写真を画像データベース化しており、ネットワー

ク上でみることができる。

・将来的には、こうしたデータベースは、個人や学校に対して

ネットワークを通じて提供できるようにする。

（６）学習・情報提供事業

   来館者の展示に対する理解を深めたり、県民の学習活動に役立てるため、図書、

ビデオ等のライブラリーの設置、情報データベースの構築、情報ネットワークな

どを整え、各種の情報を県民に提供する。

  ア  一般ライブラリー事業

一般図書、私家本、企業史などの文献を収集し、県民が利用できるようにする。

イ  映像ライブラリー事業

　戦争体験に関する様々な市販ビデオ、関連施設・団体が製作したビデオ、映画

フィルム等の映像資料を収集し、県民が利用できるようにする。
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ウ  情報データベースの構築と運営

　  戦時中の新聞、雑誌、写真、手紙など、展示事業や一般ライブラリー事業に整

理・統合しにくいものも十分な活用ができるように、資料全体をデジタル情報デ

ータベース化し、検索しやすいようにする。

　一部の情報データベースは、インターネット等を通じて、来館しなくても利用

できるよう戦争に関する資料や資料に基づく情報のネットワークを整備する必要

がある。

エ  情報ネットワークの形成

　他施設・団体のホームページやデータベースとの接続を図り、資料館でもアク

セスできるようにする。また県立図書館などの検索システムとの接続も検討する。

オ  ホームページの作成

  施設、事業に関するホームページを作成する。また県内各関連施設の同様なホ

ームページづくりに協力する。これによって来館を誘導すると同時に、来館を前

提にしない情報提供サービスもできるようにする。

（７）普及・交流事業

　講演会やシンポジウム、映画会、その他の多彩な行催事を実施し、戦争体験の

継承を図るとともに、国際交流・世代間交流などの事業も実施する。

  また、県下の市町村を始め、学校、図書館などの諸施設との連携を図る。

    ・主な事業の種類

講演会／講座／シンポジウム／映画会／県民の参加型調査活動／語り部／出

版事業／映像制作事業など

・ 学校教育との連携事業

  教材等の作成への協力、学校向け施設見学プログラム・資料の作成、教育関係

者等の事前研修などの実施

（８）追悼・平和祈念事業

     先の大戦で犠牲となった戦没者や空襲で犠牲になった人々など、「戦争犠牲者」

を追悼し、平和を祈念するモニュメントを設置する。

  また、ソフト事業では、国際的なシンポジウムなどのイベントおよび展示等の

事業において追悼・平和祈念的な内容の事業の実施について検討する。
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