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1.「 貴学 にお け る大学アーカイ ヴズにつ いて」

1-1設 置 目的 ・設置経緯 大学史編纂後の措置 と森戸辰男関係文書の整理 ・公開事

業

広島大学文書館は2004年4月 に学内共同教育研究施設 として設置 され た。文書館設置の

経緯 として、50年 史編纂事業、森戸辰男関係文書の整理 ・公開事業、情報公 開法の制定 ・

施行の3つ をあげることができる。

広島大学では1998年 より50年 史編纂事業が本格的に始動 し、この50年 史編纂事業で収

集 した史料 を整理 ・保存す るための機関が必要 となった。 また、広島大学初代学長森戸辰

男関係文書が1995年 に結

成 され た森戸 文書研 究会

に よって整備 が進 め られ、

そ の資料 を公 開す るた め

の資料 室の設 置が検討 さ

れていた。一方、2001年

情報公開法の施行 によ り、

行政文 書が廃棄 され る危

険性が生 じたため、文書の

管理 ・保存 をす る体制を確

立す る必要があった。これ

らの3つ の こ とが要 因 と

な り、文書館 が誕生 した。

1-2組 織形態 公文

書室 と大学史資料室 との

2室 体制

広 島大学文 書館 の組 織

としての最大の特徴 は、公

文書室 と大学史資料室の2

室体制 を採用 して い るこ

とである。公文書室は大学

の公的記録 を、大学史資料

室 は森戸辰 男 関係 文書 を
公文書室の法人文書
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は じめ とする大学関係者 の個人資料や諸団体の資料 、広島大学の沿革に関す る記録 、大学

史に関わる公刊物等 をそれぞれ所管 している。

スタ ッフは兼任 の館長が1名 、専任教員2名 、専門職員1名 、事務担当の事務補佐員1

名、その他 に非常勤の事務補佐員、アルバイ ト学生数名 で構成 されている。

1-3活 動 内容

文書の収集 は、文書館 と財務 ・総務室総務グループの合同作業によって実施 されている。

す なわち、文書館の法人文書 の移管作業に財務 ・総務室総務 グループも同行 し、当該年度

に保存期 間を満 了 した保有文書のすべてについて、同グループ とともに現物確認 を行 い、

文書館がそれ らについて移管す るか どうかの選定を行 う、 とい う方式 を導入 している。

文書の公 開は閲覧室にて行われてお り、毎週月曜～金曜 日の9:30～16:30の 利用が可

能 となっている。

展示活動は展示場を設営 した企画展示 を毎年2～6回 行 っている。 しか し、一定 しない場

所での企画展示は文書館 スタッフに とって負担が大 きく、展示室創設が今後の課題である。

自校史教育では、文書館が 「広島大学の歴史」 を教養教育の選択必修プ ログラムである

総合科 目のひ とつ として提供 している。開設初年度は41名 の受講登録者でスター トした本

講義は、2011年 度で11年 目を迎え、976名 が受講するマンモス講義 となっている。 なお、

2011年3月 に自校史教育 の10年 間の歩み を詳細に記載 した 『広 島大学 自校史教育実施報

告書2001～2010(上 巻)』 が刊行 された。

2.「 貴 学 に とって

の 大 学 ア ー カ イ ヴ

ズの意義」 について
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そ して、 このシステ ムによってデータベース化 され 、移管 された法人文書 は、文書館閲覧

室で公開 されてお り、情報公開機関 としても文書館 は機能 してい る。

2点 目は、大学の個性 を具体化す るため、建学の精神 と理念の継承 を図る 目的で、初代

学長森戸辰男 の記念文庫 と理念 「平和を希求す る精神」 を示す もの として、平和学術文庫

を設置 してい る。

3点 目は、オープンキャンパスでの展示を通 じて入学前か ら、在学 中の授業 「広島大学

の歴史」を経て、卒業後の校友会 での展示まで、大学の構成員である学生、そ して卒業生

の全過程 に関与 してお り、広 島大学への関心 ・帰属意識 ・アイデ ンティティーの向上に力

を注 ぎ、次世代へ受け継 がれてい くことを狙い としている。

3.「 国公立大学 ・私 立大学にお ける大学 アー カイ ヴズの意義」 につい て

国立大学の場合 、地域社会へ の貢献が重要 な責務 としてある。例 えば、広島大学文書館

では広島県前知事や広島市長、また広 島大学出身の被爆者 の方に対 してオー ラル ヒス トリ

ー事業を行っている。また、広島大学の前身校であ る広島高等師範学校 出身の作家 ・梶 山

季之の文庫 を設置す るな どアーカイ ヴズが地域の連携 に寄与 している。

一方
、私立大学の場合、アーカイ ヴズを展開す るときには、創設者の個性や意思、理念

が重要で、そ こに回帰す る部分 を持 っている大学 はそれ が大学にとっての強み となる。 ま

た、OB・OGを 活用 しなが ら、大学の広報的活動 を行 うことで大学へ貢献 した り、大学

のある地域 に働 きかけ、地域特性を活か した情報 を発信す ることで大学 と共にある地域の

振興へ資す ることになる。

調査を振 り返って

広島大学文書館については、キーパー ソンである館長や専任教員 の熱意 ある活動 に加 え

て、地方 国立大学の社会的責務 としての地域研究、特に世界で最初 の被爆地であるヒロシ

マの平和活動 との リンケージが文書館 としての重み、 レゾンデー トル を強めている印象 を

受けた。近畿大学 にアーカイ ヴズを設置す る場合 には、単 に学内の過去 ・現在の記録の集

成のみでな く、関係地域 における社会的貢献の大き さとい う対外的視 点を持つ ことも重要

なのではないか と感 じられた。

(稲葉浩幸)
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