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１ 資料の収集・保存 

（１）資料の収集 

・ 資料収集の方針に基づき、貴重なコレクションを含めた資料を収集する。 

・ 収集した資料についての調査を実施し、整理・分類・登録した後、新規受入資料の写

真撮影及び収蔵番号の注記作業等を進める。 

・ 一括で寄贈を受けた貴重なコレクションについて目録の刊行に向けた作業を進める。 

・ 貴重なコレクションを受け入れるにあたって、全体的な工程の再整備を進めるととも

に、整理するための分類を再検討する。 

【判断数値】 

・ 資料審査会の実施回数 

・ 受入資料件数 

 

（２）収蔵機能の強化 

・ 収蔵資料データベースの資料情報を速やかに登録するとともに、その後の資料移動の

記録や公開情報の更新を含め、システムの円滑な運用を進める。 

・ 災害発生時における被災資料の受入れや保存処理などの機能・体制整備に向け、日本

博物館協会などの動きと連動しながら、検討を進める。 

・ 収蔵庫各室の用途見直しや資料の性質に応じた保存方法の検討などにより、収蔵スペ

ースの確保に取り組む。 

【判断数値】 

・ 一元化後の資料登録件数 

 

（３）資料保存環境の維持 

・ 温湿度管理、薬剤だけに頼らない方法による虫菌害防除対策（ＩＰＭ）、災害対策、

環境調査・清掃を徹底し、適切な資料保存環境の維持に努める。 

【判断数値】 

・ 資料収蔵環境管理等に関する連絡会議の開催数 

・ ＩＰＭに関わる作業の実施回数 

 

（４）収蔵資料の利用への対応 

・ 収蔵資料の特別観覧や刊行物などへの使用、道内外の博物館などへの貸出しに積極的

に対応する。 

【判断数値】 

・ 特別観覧（収蔵資料の熟覧）承認申請数 

・ 模写品等刊行等（収蔵資料の出版物等への写真・図版掲載）承認申請数 

・ 資料貸出資料件数 

 

 

２ 展示 

（１）総合展示室の運営 

・ 総合展示の定期的な入替えを実施する。 

・ 総合展示室と特別展示室の相互利用を促進する展示手法を導入する。 

・ すべての人が利用しやすい展示空間の整備に向けた検討を進める。 

・ 総合展示のメンテナンスに努める。 

・ 総合展示の防犯体制の見直しを進める。 

・ 子どもの興味を喚起する展示手法を導入する。 
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   総合展示室の利用者数（うち外国人利用者数）の目標値は、次のとおりとする。  

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

総合展示室利用者数 72,400 人 

うち外国人利用者数  4,000 人 

（※総合展示については、部分的な資料入替は実施しているが、基本的に現在の展示を維持してい

くことになるため、実現可能な目標値として、当初 5 年間の目標値の 1 年間分（362,000 人÷5

年=72,400 人）を目標値とする） 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

総合展示室利用者数 362,000 人 
331,974 人 

149,046 人 108,374 人 74,554 人 

うち外国人利用者数 19,000 人 
11,767 人 

3,301 人 4,417 人 4,049 人 

 

【判断数値】 

・ クローズアップ展示の件数 

・ 総合展示室の展示品の入替件数 

  

（２）企画展示の開催 

・ 北海道 150 年を記念した魅力的な企画展示を本庁、道内外の博物館、民間企業等

と連携して開催する。 

・ 研究成果を反映した展示、収蔵資料を積極的に公開する展示、及び道民参加型の企

画展示を開催する。 

・ 次年度以降の企画展示の計画、事前調査などの準備を進める。 

 

      特別展示室の利用者数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

特別展示室利用者数 80,000 人 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

特別展示室利用者数 288,000 人 
230,359 人 

104,441 人 87,515 人 38,403 人 

 

【判断数値】 

・ 企画展の利用者数と満足度 

・ その他、館内外で実施した展示件数 

 

（３）アイヌ文化に関する展示事業 【アイヌ研】 

ア 総合展示室の運営 

以下の３点について、所管グループとの連携のもと、実施する。 

① クローズアップ展示の運用 

・ 第２テーマのクローズアップ展示３、４について、分野のバランスや総合的な視点を
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踏まえた計画を策定し、計画に基づく入替を実施する。 

・ 他テーマのクローズアップ展示にも、適宜、参加・協力を検討していく。 

・ 展示の準備から設置までを円滑に行うため、シナリオ及び資料の事前検討などを計画

的に行う。 

② 「アイヌ文化Ｑ＆Ａ」コーナーの運用 

・ 更新の計画を定め、定期的な更新を実施する。 

③ 展示資料の定期的な入替え 

・ コーナー及び資料の種別に応じた入れ替え計画に基づき、衣服・装身具及び筆録ノー

ト等の入替を実施する。 

・ ｉＰａｄを利用して過去に展示してきた衣服（晴れ着）を紹介する展示について、資

料の入替と連動した画像の追加・更新を実施する。 

【判断数値】 

➀ クローズアップ展示 

・ クローズアップ展示３、４とも、 各３回 

② アイヌ文化 Q&A 

・更新年間４回（質問８件） 

③ 総合展示資料入れ替え 

・ 衣服及び関連資料 ４回 

・ 装身具・祭具等 １回 

・ ノート等  １回 

 

イ 企画展示の開催 

・ 平成 3１年度以降の企画テーマ展の計画を策定する。またアイヌ文化に関連したテー

マ・内容での特別展の開催についても検討を継続する。 

・ 既にテーマを定めている「地名から見える北海道（仮）」については、北海道命名 150

年の翌年であり、象徴空間開設の前年に当たる時期であること等を念頭に置き、開催準

備を進める。 

 

ウ 巡回展の開催 

・ 平成 30 年度の巡回展を開催し、平成 3１年度以降の開催計画を策定する。策定に当

たっては、平成 29 年度までと同様、地域の選択や関連して実施する事業に配慮する 

【判断数値】 

・ 第 10 回企画テーマ展の来場者数 

・ 企画テーマ展、巡回展ごとの満足度 

 

 

３ 調査研究 

（１）調査研究の推進 

・ 新規立ち上げを含め、「道民・地域との協働・連携による地域情報集積」プロジェク

ト 5 課題、「北海道の自然・歴史・文化」総合研究プロジェクト 3 課題を実施する。最

終年度となる 4 課題について成果をまとめるともに、次年度からの研究課題の立ち上げ

に向けて、早くから検討を行う。 

・ 調査研究のあり方を検討し、研究推進を図る場として設置した「調査研究ワーキング

チーム」等において、調査研究への道民参加の具体的仕組み作り、道民の研究成果の発

表の場の確保の具体案について検討を進め、実現を図る。 

・ サハリン州郷土博物館、ロイヤル・アルバータ博物館と共同研究を継続して実施し、

合せて友好関係を深める。 

・ 月 1 回の定例研究報告会を継続して実施。外部講師の招へいを検討し、実現を図る。 
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・ 科学研究費補助金の継続・新規採択された研究課題について、研究成果を上げるとと

もに、館として取り組むべき研究課題のあり方について議論を進めつつ、新規課題の申

請を積極的に行う。 

・ その他の外部資金について、情報収集を行い、研究活動と合致するものを精査し、申

請などの手続きを行う。 

 

（２）アイヌ文化に関わる調査研究の重点化 【アイヌ研】 

ア 調査研究事業 

・ 「アイヌ文化に関する資料・情報の集積プロジェクト」「アイヌ文化に関する総合的・

学際的研究プロジェクト」の２つのプロジェクトを、それぞれの個別課題に沿って進め

る。 

・ 平成 2９年度で終了する個別課題について、その成果を踏まえた事業展開（展示等へ

の成果反映、新たな課題設定等）を検討し、実施する。 

・ ロシア・サハリン州郷土博物館及びカナダ・ロイヤルアルバータ博物館との共同研究

について、アイヌ文化研究において内在する課題と、海外共同研究との整合性や棲み分

けを意識し、「博物館における先住民族文化の研究・展示・資料のあり方」「アイヌ民

族文化のサハリン・北海道諸地域の地域差の比較検討」「近現代を生きたサハリン（樺

太）アイヌの足跡」等の課題のあり方を検討していく。 

・ 総合的な調査研究や展示等の成果発表の充実に繋がる資金の獲得を目指す。 

【判断数値】 

・ 各プロジェクトごとの研究課題の件数と成果発表等の件数 

・ 科研等の補助金件数 

 

イ 資料収集と整備 

・ 未整理資料の整理・データ登録・配架について平成 31 年度までに完了させる計画を

策定し、実施する。 

・ 平成 28 年度に受け入れたキーステン・レフシン資料等の整理を進める。 

・ 研究プロジェクト（個別研究課題）や巡回展等の事業計画の中に資料の所在調査、情

報収集等を位置づける。 

【判断数値】 

・ 新たに登録した資料の件数（＝未処理のままの資料の残数の段階的解消） 

・ 収集した資料の件数 

・ 資料の所在調査等の実施件数 

 

ウ 資料公開 

・ 資料公開手続きの再開（実施） 

・ 公開計画の再策定と年間公開点数の増加 

【判断数値】 

・ 公開した資料件数 

・ 資料閲覧件数（文書、音声・映像、民具ごと） 

 

 

４ 北海道開拓の村の整備 

・ 平成 30 年度北海道開拓の村施設整備計画による建造物の補修工事等を実施する。 

*地方創世拠点整備交付金を使用し、2 棟の補修工事等を実施（国費 1/2） 

・ 平成 31 年度北海道開拓の村施設整備計画を策定する。 

・ 北海道開拓の村内部展示の改修・改訂について調査・検討を進め、建造物内部展示改

修・改訂整備計画を策定する。 
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・ 北海道 150 年に向けた「北海道百年記念施設のあり方検討報告書」を基に検討する。 

 

 

５ 教育普及事業 

（１）魅力あるイベントの充実 

・ 「ハイライトツアー」や「ハンズオン」など、来館者が総合展示を楽しく観覧するこ

とができるように、総合展示室内で展示解説を実施する。 

・ 子ども向けのイベント、入門的な体験型イベントなど、北海道の自然・歴史・文化を

気軽に学ぶことができる行事を実施する。 

・ 調査研究成果を活用し、北海道の自然・歴史・文化について、より深く学ぶことがで

きる魅力ある講座・講演会を実施する。 

・ 「グループレクチャー」や「はっけんプログラム」など、団体向けのプログラムを実

施する。また、引き続き、 学校教員を対象とした博物館の利用方法についての研修会

を実施する。 

・ 「ミュージアムフェスティバル」や「バックヤードツアー」など、博物館活動そのも

のに理解を深めてもらうための行事を実施する。 

・ 利用者の満足度把握、各種事業終了後の運営・企画等についてさらなる見直しを行な

い、事業の改善・充実化につなげる。 

・ 展示解説を要望する来館者の対応について検討する。 

 

      イベントの参加者数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

イベント参加者数 7,200 人 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

イベント参加者数 16,000 人 
34,916 人 

8,495 人 12,708 人 13,715 人 

 

【判断数値】 

・ ちゃれんが子どもクラブの実施件数／参加者数 

・ グループレクチャー実施件数／参加者数（中学生以下／全体） 

・ はっけんプログラム実施件数／参加者数 

 

（２）教材の充実 

・ すでに開発・運用している「ちゃれんがラリー」などを含め、子どもをはじめとする

来館者が総合展示の内容を楽しく学ぶことができる多様な教材の開発について検討す

る。 

・ より充実した多言語解説サービスのあり方について検討する。 

・ 学校教員と連携を深め、学校教育にとってよりよい教材の開発について検討する。 

・ 「ちゃれんがラリー」の開発、多言語解説の充実化、プロモーションビデオの制作な

どが一定程度実現したなかで、障害者向けの教材開発なども含め、あらためてあらゆる

利用者に対応した教材開発のあり方と活用方法を策定する。 

 

（３）はっけん広場の運営 

・ 北海道の自然・歴史・文化を対象とした「はっけんキット」をもとに、来館者の自発
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的な発見を促すための空間として、はっけん広場を運営する。 

・ はっけん広場をさらに魅力的な空間にする、「はっけんキット」の利用利便性を高め

るなど、はっけん広場のさらなる充実化にむけた取組を継続して行なう。 

・ はっけん広場において、学校団体などの団体利用者を対象に、北海道の自然・歴史・

文化を楽しく学んでもらうための「はっけんプログラム」を実施する。 

・ 子どもをはじめとする来館者が北海道の自然・歴史・文化を楽しく学ぶことができる

ように、体験型の「はっけんイベント」を実施する。 

・ 北海道の自然・歴史・文化を対象とした、新たな「はっけんキット」の開発、より効

果的な「はっけんプログラム」の充実を図る。 

・ 学校など、貸出し用の「はっけんキット」を整備し、館外への「はっけんキット」の

貸出しを実施するとともに、｢はっけんキット｣の貸出しを促進するための取組を進める。 

・ 引き続きはっけん広場に対する利用者ニーズの把握に取組むとともに、苦情や要望に

対する対応手順を明確化し、はっけん広場の改善・充実化に結びつける。 

・ はっけん広場の魅力を高めることはもちろん、館外への広報および来館者への周知を

強化するとともに、来館者をはっけん広場に導く工夫を検討する。 

 

      はっけん広場利用者数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

はっけん広場利用者数 20,000 人 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

はっけん広場利用者数 100,000 人 
80,835 人 

34,561 人 27,689 人 18,585 人 

 

【判断数値】 

・ はっけん広場利用者数 

・ はっけん広場における学校団体などの団体利用件数 

・ はっけんプログラムの実施件数 

・ はっけんイベント参加者数 

・ はっけんキットの貸出し件数 

 

（４）アイヌ文化に関わる教育普及事業 【アイヌ研】 

・ 引き続き、館で行う講演会・講座や、その他の教育普及事業及び巡回展などで実施す

る関連事業について、内容や効果を分析し、効果的・体系的な開催につなげる。 

・ グループレクチャーの充実を図るため、情報交換と内容検討の機会を設ける。 

【判断数値】 

・ グループレクチャーの実施件数（全体数とアイヌ関連件数） 

・ はっけんプログラムの実施件数（全体数とアイヌ関連件数） 

・ 上記以外に行った館内イベント件数 

 

 

６ ミュージアムエデュケーター機能の強化 

・ 館内外での研修会などへの参加を通じて、博物館の教育普及活動に必要な、職員の専

門的知識及び技能の向上を図る。 

・ 館外での研修で得た知識および技能を館内で共有する仕組みづくりを進める。 
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・ より効果的な学校団体の利用を促進するために、教員などを対象とした研修会や意見

交換会を実施する。 

【判断数値】 

・ 博物館の教育普及活動に必要な知識・技術向上を図る研修会などへの参加職員

数 

・ 当館が実施する教員対象の研修会への参加人数 

 

 

７ 道民参加型組織の整備 

・ 第１期計画「ミュージアム・パートナー」（仮称）事業を実施する。また、同パート

ナーによる博物館運営等の諮問的な組織を設置する（館長との意見交換の場）。 

・ 道民参加の促進に向け、ボランティア組織や北海道立総合博物館を支援する組織体制

の強化をはかる。 

・ 全道規模の博物館ネットワーク、ミュージアム・パートナー事業などの推進と強化を

はかる。それにあたっては、文化庁などからの外部資金の獲得を目指す。 

・ 道民参加型の事業を検討・実施する。 

 

 

８ 施設及び周辺環境の整備 

（１）館内施設の整備と活用 

・ アメニティ施設の充実に向け、指定管理者を含め、内部検討を進める。 

・ オリジナルグッズの開発に向けた取組を進める。 

・ 記念ホール等の活用の一層の推進のため、「博物館施設活用基準（仮称）」等の検討・

策定を行う。 

【判断数値】 

・ 設置した設備件数とその内訳 

・ 新たに開発、販売したオリジナルグッズ件数 

・ 基準の策定と施設の活用件数 

 

（２）周辺環境の整備 

・ サインの統一化について、森林公園内土地所有者（国有林、道有林）と野幌森林公

園管理運営協議会等の場で検討を進める。 

・ 屋上スカイビューは、4 月 29 日から 9 月 23 日までの祝日開館日（計 8 日間）の

10:00～16:00 に開放する。 

 

（３）野幌森林公園内施設との一体的な取組の推進 

・ ホームページの運営など一体的な広報活動をはじめ、北海道博物館、開拓の村、自然

ふれあい交流館の連携に向けた取組を進める。 

【判断数値】 

・ 連絡会議の実施件数 

・ 一体的に行った広報の件数 

 

 

９ 広報 

（１）広報活動の強化 

・ あらゆる広報媒体を活用し、職員全員で積極的な広報活動を展開する。 

・ 愛称「森のちゃれんが」とロゴマークを積極的に当館発行の広報媒体やサインなどに

活用するとともに、他機関の媒体においてもその発信を働きかけ、道民への浸透を図る。 
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・ 北海道博物館プロモーションビデオをさまざまな機会・場所で積極的に活用し、利用

者促進に結びつける。 

・ 各媒体からの照会に伴う広報を継続しつつ、戦略的に働きかけていく広報体制を強化

し、実践する。 

・ 海外に向けた情報発信を強化する。 

・ ６か国語対応のプロモーションビデオについて、より多様な場面での活用をはかる。 

・ 修学旅行を含め、学校団体の誘致をはかる。 

・ 平成 29 年度要覧を刊行する。 

 

      ホームページのアクセス数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

ホームページのアクセス数（トップページ） 160,000 件 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

ホームページのアクセス数

（トップページ） 
395,000 件 

652,813 件 

270,758 件 219,491 件 162,564 件 

 

【判断数値】 

・ 入館者数／うち外国人 

・ 学校団体の利用者数／件数 

・ 広報媒体の件数 

・ 愛称およびロゴマークの活用件数 

・ ホームページのアクセス数 

 

（２）赤れんが庁舎の活用及び他機関との連携 

・ 定期的な提供する情報の更新、利用者と直に接する広報活動を展開などを含め、「北

海道博物館赤れんがサテライト」を活用した積極的な広報活動を展開する。 

・ 「北海道博物館赤れんがサテライト」の運営が、どれだけ北海道博物館への誘客へと

つながっているか、定量的に把握するとともに、今後の赤れんが庁舎活用策についての

検討を行なう。 

・ 「サイエンスパーク」や｢かるちゃる net｣など他機関との連携事業に積極的に参画し、

利用者と直に接する広報活動を展開する。 

【判断数値】 

・ 「北海道博物館赤れんがサテライト」で提供する情報の更新回数 

・ 「北海道博物館赤れんがサテライト」における利用者と直に接する広報活動の

回数 

 

 

１０ 評価制度の活用と利用者ニーズの把握 

・ 北海道立総合博物館協議会（2 回）と専門部会（1 回）などの実施と運営を行う。 

・ 内部評価の実施と運営を行う。 

・ アンケート調査などによるオーディエンス・リサーチの実施とその方法の検討を行う。 

・ 第２期中期目標・計画（平成 32～36 年度）を検討する。 
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      利用者の満足度の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

利用者満足度 80 パーセント 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

利用者満足度 70％ 
92.5%（平均値） 

85.3% 95.5% 96.7% 

 

 

１１ 博物館ネットワーク 

（１）各種博物館団体との連携 

・ 日本博物館協会、全国歴史民俗系博物館協議会などとの連携により、北海道と全国の

博物館をつなぐ役割を果たす。 

・ 北海道博物館協会事務局を通じて、地域ブロック別や館種別の組織の活動を積極的に

支援する。 

 

（２）博物館交流の促進 

・ 地域の博物館、図書館、教育委員会などと連携し、共同研究、共同事業などを通じて

地域との協働・交流を促進する。 

・ 北海道博物館や道内各地において、道内の博物館職員を対象とした博物館学系の研修

会の実施に向けた検討を進める。 

・ 連携・協力に関して、地域の博物館や学校などのニーズの把握に努める。 

 

      道内市町村等との連携・協力件数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

道内市町村等との連携・協力件数 40 件 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

（～1 月） 

道内市町村等との連携・協力

件数 
200 件 

110 件 

 38 件 36 件 36 件 

 

 

１２ 情報発信 

（１）アイヌ文化に関する学術情報の集約と発信 【アイヌ研】 

ア 情報発信方策の再検討 

・ 現在及び今後の北海道博物館によるウエブサイト及び学術情報発信のあり方の中で、

アイヌ民族文化研究センターとしての情報発信の位置付けを再検討する（ウエブサイト

上でのページ・コンテンツの設定等）。 

・ 「ほっかいどうアイヌ語アーカイブ」の整備計画を策定する。 

イ 学術情報の集積 

・ 収蔵資料のデータ整備を行う。 

・ 北海道がこれまでに実施してきたアイヌ文化に関する調査事業の成果や調査データの
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集約に向け関係機関との協議を進め、データ提供に向けた情報整備を進める。 

【判断数値】 

・ホームページにおけるアイヌ文化コンテンツの更新・追加件数 

 

（２）ＩＣＴなどを活用した情報発信機能の強化 

・ 北海道博物館の収蔵資料、図書、刊行物に関するデータの整備作業を引き続き進め、

インターネット上での公開に向けた取組を進める。 

・ ウェブサイトおよびツイッターを運営し、館内の多様な情報を発信する。 

・ ソーシャルメディアについては利用者の反応の分析を行い、発信の仕方を見直すこと

で情報発信力の一層の強化につなげる。 

・ ＩＣＴワーキングチームについては、設置要項案を元に部内検討および館内調整を行

い、早期発足を目指す。 

 

（３）道民の「知りたい」気持ちへの支援 

・ 北海道の自然・歴史・文化に関わる道民向け蔵書の充実化を進め、図書室での利用を

促進する。 

・ 図書室の開架部分のレイアウトや表示等を工夫し、一般来館者が気軽に利用しやすい

環境を整備する。 

・ 図書の収集・除籍方針を定め、利用見込みのない図書の除籍を進めて書庫利用の効率

化を図る。 

・ レファレンスの集計記録を着実に実施するとともに、記録の実施を呼びかけ、記録率

の向上を目指す。また、レファレンス内容について館内で情報を共有化する仕組みを作

る取り組みを引き続き進める。 

 

      来館しない利用者による利用件数の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

写真の提供件数  70 件 

レファレンス件数 800 件 

アンケート、その他の利用件数  100 件 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

写真の提供件数 350 件 
327 件 

132 件 98 件 97 件 

レファレンス件数 4,000 件 
830 件 

280 件 203 件 347 件 

アンケート、 

その他の利用件数 
500 件 

49 件 

12 件 13 件 24 件 

 

【判断数値】 

・ 写真の提供件数 

・ レファレンス件数 

・ アンケートその他の利用件数 

 

（４）アイヌ文化に関する学習や伝承活動の支援 【アイヌ研】 

・ 博物館・研究機関としての役割を踏まえた支援ができるよう、調査研究を着実に進め、
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所蔵資料を整理し、発信・提供できる成果や情報を充実させる。平成 30 年度は次の２

点を実施する。 

① ホームページでの情報の追加や更新の体制を定め直し、情報発信を再開する。 

② レファレンス対応の記録票に基づき、これらの情報を定期的に共有し、対応力

の向上を図る。 

【判断数値】 

・ レファレンス件数 

・ 他機関、団体への学習・伝承支援件数（講師、情報提供等） 

 

 

１３ 人材育成機能の強化 

（１）博物館実習生やインターンシップなどの受入れ 

・ 博物館実習（館務実習）を夏季に１回実施する。 

・ 博物館実習（見学実習）やインターンシップを積極的に受け入れる。 

・ 教員を目指す学生が博物館の活用方法について学ぶ機会を創出するため、大学などの

授業や研修の講師として当館の職員を積極的に派遣する。 

【判断数値】 

・ 博物館実習の受け入れ件数 

・ インターンシップの受け入れ件数 

 

（２）外来研究員の受入 

・ 引き続き外部研究者や大学院生などの外来研究員等としての受入に関する規定類の整

備などの検討や他館の現況調査などを行い、制度の枠組みの立案をはかる。 

 

（３）派遣研修 

・ 外部機関が開催する、博物館学系（特に展示や普及教育など）の研修会等に当館職員

を参加させる。 

【判断数値】 

・ 博物館学系研修会や技術研修会への参加件数 

 

 

１４ 研究成果の発信と社会貢献 

（１）学術刊行物などの刊行 

・ 『北海道博物館研究紀要』『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第

４号を刊行する。 

・ 第 4 号をウェブサイト上で公開するとともに、旧開拓記念館・旧アイヌ民族文化研究

センターでの学術刊行物等についても、必要に応じて著作権等の処理を進め、可能なも

のから順次公開を進める。 

・ 特別展の開催に合わせて展示図録を刊行する。 

・ 企画テーマ展の開催に合わせて解説パンフレットを刊行する。 

 

（２）学会への発信 

・ 学芸職員による積極的な学会等での発表を促進するとともに、研究グループないし北

海道博物館としての研究成果発信のあり方や方法について検討を進める。 

 

（３）職員の対外貢献 

・ 各種委員や非常勤講師等への就任、共同研究等への参画、講演会・講座等への講師の

派遣、その他専門的知見の提供など、外部機関の活動に対して積極的に協力する。 



－１２－ 

 

 

（４）外部機関との事業連携 

・ 引き続き、各市町村や民間企業等と連携・共同して行う事業を推進するとともに、外

部機関の事業への協力や後援等を積極的に行う。 

 

（５）道民の豊かな暮らしづくり・北海道の未来づくりへの貢献 

・ 政策事業の推進と実施を積極的に行い、中核的な博物館としての役割を担う。 

・ 北海道 150 年事業を実施する。 

① 特別展「幕末維新を生きた旅の巨人―松浦武四郎」（仮）を開催する。 

② 「北海道百年記念施設」の今後の整備についての政策的な検討を行う。 

・ 第２期中期目標・計画（平成 32～36 年度）の検討を行う。 

・ 北海道の自然・歴史・文化を総合的に研究する機関として、北海道が抱える諸問題の

解決に貢献するための取組を進める。 

 

      社会貢献の目標値は、次のとおりとする。 

設  定  内  容 目標値（平成 30 年度） 

新聞・報道対応の件数 

計 180 件 

学会発表の件数 

学術雑誌等への寄稿の件数 

招待講演の件数 

各種委員・共同研究員等委嘱の件数 

その他の件数 

 

（参考：中期目標値 実績数：平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

設定内容 目標値（５年間） 

実績数（平成 27 年 4 月～平成 30 年 1 月） 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（～1 月） 

社会貢献件数合計 900 件 
1,375 件 

318 件 554 件 451 件 

新聞・報道対応の件数 
775 件 

128 件 343 件 304 件 

学会発表の件数 
86 件 

43 件 25 件 18 件 

学術雑誌等への寄稿の件数 
98 件 

32 件 45 件 21 件 

招待講演の件数 
179 件 

68 件 60 件 51 件 

各種委員・共同研究員等委嘱の件数 
120 件 

38 件 43 件 39 件 

その他の件数 
65 件 

9 件 38 件 18 件 

 

（６）アイヌ文化研究の発信 【アイヌ研】 

・ 『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第４号を刊行する。 

・調査研究課題の成果を反映させる展示会等の計画を検討していく。 

・ 必要に応じて『アイヌ文化紹介小冊子』各巻の増刷を図るとともに、小冊子収録の学

習情報を改訂して再発行し、対外的な提供体制を整備する。 
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・ 「ちゃれんがニュース」等を通じてアイヌ民族文化研究センターの活動をわかりやす

く発信する。 

 

【判断数値】 

・ 「ちゃれんがニュース」の記事数 

・ 他機関の機関紙等での記事の掲載数 

・ 道内市町村等との連携・協力件数（サイエンスパーク等） 

・ 新聞・報道対応件数 

・ 講演依頼件数 

・ 各種委員への就任件数 

 

 

【外部評価項目】ガバナンス体制の育成 

（１）館内の意思決定機関の育成 

・ 意思決定機関としての機能をより高めるため、懸案事項等の常時把握などにより協議

事項の洗い出しを行うとともに、運営会議のスムーズな運営のため特に資料のスリム化

等を徹底する。 

・ 博物館の課題等について、本庁と情報を共有し適切な連携のもと解決を図るため、定

期的な打合せを行うなどして文化振興課との連携を強化する。 

・ 事業の着実な推進を図るため、より実効的な懸案事項の整理方法を検討し、重要かつ

優先的に取り組む事業について予算要求へつなげるとともに、運営会議の場等における

進捗管理を適切に行う。 

・ 博物館事業に対する理解の促進と道内外の関係機関への PR を図るため、視察対応の

一層の充実が必要であり、より柔軟な受け入れ体制の整備を進める。 

 

（２）研究センター内の意思決定機関の育成 

・ 研究センターの運営・事業推進に係る検討の場について、次の通り計画し、運営にあ

たる。 

① 調査研究等の基本方針については、館の運営会議以下の各検討会議を踏まえつつ、

館内でアイヌ民族文化担当副館長、センター長、研究主幹及び非常勤研究職員に

よる検討会議を随時開催する。 

② 研究センター職員による会議を定例化し、その際参集できない職員についても持

ち回りなどによる情報共有を確保する。 

③ 研究センターとしての会議や研究業務を円滑に実施できるよう、学芸部・総務部

業務との整合性を図れる時間配分を措置する。 

 

 （３）道庁の支援体制の育成 

・ 博物館の課題について、情報の共有化を図り、適切な連携のもと、解決を図る。 
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【別添資料】 

平成３０年度アイヌ民族文化研究センター 

事業計画（抜粋） 
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１ 展示事業 

１） 総合展示の運営 

以下の３点について、所管グループとの連携のもと、実施する。 

① クローズアップ展示の運用 

・ 第２テーマのクローズアップ展示３、４について、分野のバランスや総合的な視点を

踏まえた計画を策定し、計画に基づく入替を実施する。 

・ 他テーマのクローズアップ展示にも、適宜、参加・協力を検討していく。 

・ 展示の準備から設置までを円滑に行うため、シナリオ及び資料の事前検討などを計画

的に行う。 

② 「アイヌ文化Ｑ＆Ａ」コーナーの運用 

・ 更新の計画を定め、定期的な更新を実施する。 

③ 展示資料の定期的な入替え 

・ コーナー及び資料の種別に応じた入れ替え計画に基づき、衣服・装身具及び筆録ノー

ト等の入替を実施する。 

・ ｉＰａｄを利用して過去に展示してきた衣服（晴れ着）を紹介する展示について、資

料の入替と連動した画像の追加・更新を実施する。 

【判断数値】 

➀ クローズアップ展示 

・ クローズアップ展示３、４とも、 各３回 

② アイヌ文化 Q&A 

・更新年間４回（質問８件） 

③ 総合展示資料入れ替え 

・ 衣服及び関連資料 ４回 

・ 装身具・祭具等 １回 

・ ノート等  １回 

 

２） 特別展・企画展 

・ 平成 3１年度以降の企画テーマ展の計画を策定する。またアイヌ文化に関連したテー

マ・内容での特別展の開催についても検討を継続する。 

・ 既にテーマを定めている「地名から見える北海道（仮）」については、北海道命名 150

年の翌年であり、象徴空間開設の前年に当たる時期であること等を念頭に置き、開催準

備を進める。 

 

３） 道内市町村での資料展（アイヌ文化巡回展）の開催 

・ 平成 30 年度の巡回展を開催し、平成 3１年度以降の開催計画を策定する。策定に当

たっては、平成 29 年度までと同様、地域の選択や関連して実施する事業に配慮する 

【判断数値】 

・ 第 10 回企画テーマ展の来場者数 

・ 企画テーマ展、巡回展ごとの満足度 

 

 

２ 調査研究事業 

ア 調査研究事業 

・ 「アイヌ文化に関する資料・情報の集積プロジェクト」「アイヌ文化に関する総合的・

学際的研究プロジェクト」の２つのプロジェクトを、それぞれの個別課題に沿って進め

る。 

・ 平成 2９年度で終了する個別課題について、その成果を踏まえた事業展開（展示等へ

の成果反映、新たな課題設定等）を検討し、実施する。 
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・ ロシア・サハリン州郷土博物館及びカナダ・ロイヤルアルバータ博物館との共同研究

について、アイヌ文化研究において内在する課題と、海外共同研究との整合性や棲み分

けを意識し、「博物館における先住民族文化の研究・展示・資料のあり方」「アイヌ民

族文化のサハリン・北海道諸地域の地域差の比較検討」「近現代を生きたサハリン（樺

太）アイヌの足跡」等の課題のあり方を検討していく。 

・ 総合的な調査研究や展示等の成果発表の充実に繋がる資金の獲得を目指す。 

【判断数値】 

・ 各プロジェクトごとの研究課題の件数と成果発表等の件数 

・ 科研等の補助金件数 

 

イ 資料収集と整備 

・ 未整理資料の整理・データ登録・配架について平成 31 年度までに完了させる計画を

策定し、実施する。 

・ 平成 28 年度に受け入れたキーステン・レフシン資料等の整理を進める。 

・ 研究プロジェクト（個別研究課題）や巡回展等の事業計画の中に資料の所在調査、情

報収集等を位置づける。 

【判断数値】 

・ 新たに登録した資料の件数（＝未処理のままの資料の残数の段階的解消） 

・ 収集した資料の件数 

・ 資料の所在調査等の実施件数 

 

ウ 資料公開 

・ 資料公開手続きの再開（実施） 

・ 公開計画の再策定と年間公開点数の増加 

【判断数値】 

・ 公開した資料件数 

・ 資料閲覧件数（文書、音声・映像、民具ごと） 

 

 

３ 資料・情報の収集・整備事業 

・ 未整理資料の整理・データ登録・配架について平成 31 年度までに完了させる計画を

策定し、実施する。 

・ 平成 28 年度に受け入れたキーステン・レフシン資料等の整理を進める。 

・ 研究プロジェクト（個別研究課題）や巡回展等の事業計画の中に資料の所在調査、情

報収集等を位置づける。 

 

 

４ 資料・情報等の公開・提供事業 

１）資料の公開 

・ 資料公開手続きを再開（実施）する。 

・ 公開計画の再策定と年間公開点数の増加を図る。 

 

２）情報発信 

（１）学術情報の集約 

・ 収蔵資料のデータ整備を行う。 

・ 北海道がこれまでに実施してきたアイヌ文化に関する調査事業の成果や調査データの

集約に向け関係機関との協議を進め、データ提供に向けた情報整備を進める。 
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（２）発信基盤の整備 

・ 現在及び今後の北海道博物館によるウエブサイト及び学術情報発信のあり方の中で、

アイヌ民族文化研究センターとしての情報発信の位置付けを再検討する（ウエブサイト

上でのページ・コンテンツの設定等） 

・ 「ほっかいどうアイヌ語アーカイブ」の整備計画を策定する。 

 

（３）学習・伝承活動への支援 

・ 博物館・研究機関としての役割を踏まえた支援ができるよう、調査研究を着実に進め、

所蔵資料を整理し、発信・提供できる成果や情報を充実させる。平成３０年度は次の２

点を実施する。 

① ホームページでの情報の追加や更新の体制を定め直し、情報発信を再開する。 

② レファレンス対応の記録票に基づき、これらの情報を定期的に共有し、対応力の

向上を図る。 

 

 

５ 成果の普及事業 

１）教育普及 

・ 館で行う講演会・講座や、その他の教育普及事業及び巡回展などで実施する関連事業

について、内容や効果を分析し、効果的・体系的な開催につなげる。 

・ グループレクチャーの充実を図るため、情報交換と内容検討の機会を設ける。 

 

２）研究成果の提供 

・ 『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第４号を刊行する。 

・ 調査研究課題の成果を反映させる展示会等の計画を検討していく。 

・ 必要に応じて『アイヌ文化紹介小冊子』各巻の増刷を図るとともに、小冊子収録の学

習情報を改訂して再発行し、対外的な提供体制を整備する。 

・ 「ちゃれんがニュース」等を通じてアイヌ民族文化研究センターの活動をわかりやす

く発信する。 

 

 



平成30年度　特別展・企画テーマ展計画

第11回企画テーマ展 第4回特別展 第12回企画テーマ展 第13回企画テーマ展

タイトル 野幌森林公園いきもの図鑑
幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四
郎　―見る、集める、伝える―

りんご農家の道具 アイヌ資料保存展２（仮）

会期 4月27日(金)～6月3日(日) 6月30日（土）～8月26日（日） 9月21日(金)～11月25日(日) 2月1日(金)～4月7日(日)

概要

道立自然公園に指定されて50年
を迎える野幌森林公園。大都市
近郊にまとまった面積の森林が
残る、世界的にも貴重なエリアで
す。また、動植物の種類も豊富
なことで知られています。
この森に生きる植物や野鳥、昆
虫などの数々を、北海道博物館
所蔵標本を中心に紹介します。

幕末期に蝦夷地と呼ばれていた北海道
を６回踏査し、明治維新後は当代随一の
“蝦夷地通”として新政府の北方政策に
関わった松浦武四郎（1818～1888）。北
海道命名150年、そして、武四郎生誕200
年を迎える機会に、その生涯やアイヌ民
族との交流について紹介する。
また、武四郎は北海道との関わりのみな
らず、幕末の志士や政治家、知識人・文
人たちと幅広い交友を持ち、情報収集
家・古物収集家としても著しい実績を残
すなど、さまざまな顔を持ったことでも知
られている。本展では、そのような点にも
焦点を当てて、激動の幕末・維新期の政
治・社会情勢も絡めつつ、武四郎の生涯
について多角的に紹介する。

お雇い外国人により北海道に導
入されたりんご栽培は、北海道
に定着した代表的な農業の一つ
であり、かつて札幌では平岸・澄
川などにりんご園が広がってい
ました。りんご園で使われたいろ
いろな特徴的な道具を展示しま
す。

X線CTなどの科学機器を駆使し
アイヌ民俗資料の保存修復にむ
けた情報提供を行うとともに，資
料に秘められた謎を解き明か
す。
（平取町でおこなった2015年特
別展の内容をベースとして実施）

備考 道立自然公園指定50周年 北海道150年・生誕200年

チーム 水島ほか　自然G 三浦ほか　歴史G、アイヌG 山際ほか　生活G 杉山ほか　アイヌG



平成30年度　クローズアップ展示入れ替え計画

※「北海道150年ウィーク」（7月14日～8月8日）にあわせて総入れ替え。 ※12月13、14日は大掃除のため休館

過去150年、北海道の自然は大きく姿を変えました。いなくなった生き物。減った生き物。増えた生き物や新
たに入ってきた生き物もいます。北海道の150年について、生き物をとおして紹介します。
【水島】

鳥と恐竜だけがもつ「叉骨」。占いやお守りに使われてきたため、英語で
「ウィッシュボーン（願いの骨）」と呼ばれます。空を飛ぶために洗練された不思
議なフォルムにご注目ください。
【表】

伝承者が生きた近現代 四宅ヤエさん

たくぎん

北海道の繊維産業

1998（平成10）年に看板を下ろした北海道拓殖銀行。当館収蔵庫のなかから、
北海道に暮らした人たちにとって懐かしいものを選んで紹介します。
【会田】

空飛ぶ鳥の「願いの骨」

無形文化への関心が高まっていた昭和40年代。その年代に採集・採録された
四宅ヤエさんの資料を当時の社会的な背景にも触れながら紹介します。（67
字）
【田村】

この札幌にも、昔からアイヌ民族がくらしてきました。今回は、“札幌駅から徒
歩10分ぐらい”の地域に絞って、「北海道」命名のころからの50年間をたどりま
す。（76字）
【小川】

北海道の繊維産業のあゆみについて紹介します。
【山際・会田・青柳・池田】

1870～1920年ごろの札幌

2018

4

7月14日(土)～12月12日(水) 12月15日(土)～4月12日(金)

39 10 11 12 1 25 6 7 8

5

6

7

特別展・
企画

テーマ展

第１１回企画テーマ展
野幌森林公園いきもの図鑑

100年ほど前に、岩手県から北海道へ移り住んだ人びとが、郷里で親し
んだ早池峰系神楽をニセコ町刈太神社などで舞いました。権現様とい
う獅子頭、演目の内容を記した神楽台本など、当時の道具類について
紹介します。
【舟山・村上・池田】

懐かしのレコード

レコードの登場は、家で手軽に音楽を聞くという娯楽を生み出しました。
レコードで聞いた音楽や、ジャケットのデザインには、みなさんそれぞれ
の思い出がつまっているのではないでしょうか。ここでは当館に所蔵さ
れているレコードの一部を紹介します。
【尾曲】

「歩く宝石」オサムシ

北海道にしかいない2種のオサムシ。羽が退化して飛んで移動できな
いため、北海道の中でも地域ごとに姿が違っています。赤や青、緑色に
輝く宝石のような色や形の多様性を、じっくり観察してみてください。
【堀】

第４回特別展
幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四郎

－見る、集める、伝える－

集治監と囚人労働　【150年関連】

近代の北海道では、集治監に収容されていた囚人が道路建設や石炭採掘などに働かされていました。囚
人労働が地域開発に大きな役割を果したというのは、「北海道らしさ」の一面だと言えます。集治監が置か
れていた場所、労働現場の様子、囚人に対する教誨活動などについて、改めて紹介します。
【山田・会田・池田】

「北海道百年」　【150年関連】

1968（昭和43）年は、明治政府が蝦夷地を北海道と改称してから100年。北海道開拓記念館（当館の前身）
や百年記念塔などの施設づくりや、札幌市円山競技場で開催された記念式典にちなむあれこれの品物を
紹介します。
【山田】

「生き物たちの北海道」の150年　【150年関連】

第１２回企画テーマ展
りんご農家の道具

第１３回企画テーマ展
アイヌ資料保存展2（仮）

4月27日(金)～6月3日(日) 6月30日（土）～8月26日（日） 9月21日(金)～11月25日(日) 2月1日(金)～4月7日(日)

岩手県から北海道へ渡った神楽

開拓使のお雇い外国人B.S.ライマ
ンの弟子で、明治時代はじめごろ
に道内で炭鉱の調査をした山際永
吾。近年新たに寄贈された日記な
どの関係資料について紹介しま
す。【三浦】

人と歴史と ─川村カ子トと旭川─　【150年関連】

１人ひとりの〈人〉の生涯と地域の歴史とを通して、明治、大正、昭和…と続く時代を生きたアイヌ民族の、さ
まざまなすがたをたどります。（65字）
【小川】

仕事とくらしのうつりかわり　１　毒矢の禁止、そこからの歩み　【150年関連】

明治のはじまりとともに、アイヌ民族の暮らしも大きく形を変えてきました。いろいろな仕事やくらしの場面を
例に、その歴史をたどります。（64字）
【大坂】

江戸時代おわりごろの京都で、幕
府に敵対する志士などをとりしまっ
た新選組。その幹部隊士の一人で
あった、永倉新八ゆかりの資料に
ついて紹介します。
【三浦】

明治維新の後、新選組の幹部隊
士の一人であった永倉新八は、松
前藩医の杉村介庵の養子となりま
した。杉村家ゆかりの資料につい
て紹介します。
【三浦】

「北海道の名付け親」とも呼ばれる松浦武四郎。
武四郎のことが取り上げられている、明治時代以
降に出版された伝記や教科書などについて紹介
します。
【三浦】

北海道の風景や名産品などをテーマに、江戸時代から
明治時代にかけて作られた双六について紹介します。
【三浦】

引札とは、明治時代から大正時代におけ
る商店の広告ちらしのこと。道内各地でつ
くられた、さまざまな引札について紹介し
ます。
【三浦】

19世紀くらいまでの和人による文書や絵画にあるアイヌの芸能に関す
る記録を紹介します。現在に伝わるさまざまな演目の歴史を探るには、
こうした記録も手がかりとなります。（81字）
【甲地・田村　※指導：佐々木先生】

アイヌ語地名研究の第一人者・山田秀三（1899～1992）が、旭川地方
での地名調査の記録などをびっしりと書き込んだ、地形図やノートなど
を紹介します。（74字）
【小川・遠藤】

文書や絵画に見るアイヌの芸能

4

4月7日(土)～5月25日(金) 5月26日(土)～7月13日(金）

屏風を読む

18世紀ごろのニシン漁や材木の流送の様子をえがいた《江差桧山屏風》を紹
介します。
前半：《江差屏風》
後半：《檜山屏風》

1

2

江戸時代のアイヌ民族を描いた巻物（巻子）を紹介します。
前半：《蝦夷国魚場風俗図巻》　地引き網を用いてのサケ漁や、筋子づ
くりなど、蝦夷地に住むアイヌ民族の漁場でのサケ漁の場面を描いた
絵巻物を紹介します。
後半：《蝦夷風俗絵巻》：江戸時代の中ごろに東蝦夷地を旅した幕府調
査隊の一行に関する絵巻物を紹介します。

巻物を読む

新選組永倉新八の養父 松前藩医
杉村介庵

新選組の元幹部隊士 永倉新八

山田秀三とアイヌ語地名を歩く ─旭川─

開拓使のお雇い外国人B.S.ライマ
ンの弟子 山際永吾

北海道の引札あれこれ北海道の双六あれこれ　【150年関連】

江戸時代の古文書からは、150年前よりも古いころの北海道を探ることもできます。ここでは、北海道博物館
に新たに収蔵されたロバート・フラーシェム氏旧蔵の古文書を紹介し、場所請負制をはじめとする蝦夷地の
歴史を考えてみます。
※何回か展示替えを行う予定

古文書を読む

「北海道の名付け親」松浦武四郎の語られ方
【150年関連】

2019

7月14日(土)～9月14日(金） 9月15日(土)～12月12日（水） 12月15日(土)～2月8日(金） 2月9(土)～4月12日(金）

3

4月7日(土)～7月13日(金）



平成30年度　一般普及行事　年間計画

企画テーマ展関連
行事

自然観察会 エゾアカガエルのラブ
コールを聴こう

4月14日（土）
10:00～12:00

堀繁久・水島未記・表
渓太、自然ふれあい交
流館スタッフ

野幌森林公園内
（自然ふれあい
交流館集合）

どなたでも 40名（先
着）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回）第1回

4月21日（土）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

企画テーマ展関連
行事

ちゃれんが子ども
クラブ

鳥を呼ぶバードコール
をつくろう！

5月6日（日）
13:30～15:00

表渓太・水島未記 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

企画テーマ展関連
行事

ミュージアムカ
レッジ

のっぽろの森の生き物
たち

5月13日（日）
13:30～15:30

堀繁久・水島未記 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

企画テーマ展関連
行事

自然観察会 落ち葉の下のカタツム
リをさがそう

5月19日（土）
10:00～12:00

堀繁久・水島未記・表
渓太、自然ふれあい交
流館スタッフ

野幌森林公園内
（自然ふれあい
交流館集合）

どなたでも 40名（先
着）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回）第2回

5月19日（土）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ミュージアムカ
レッジ

民具の変化からみる近
現代のアイヌ文化ｰ荷縄

5月20日（日）
13:30～15:30

大坂拓 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんがワーク
ショップ

縄文土器をつくる(全2
回)　第1回　つくる

6月3日（日）
10:30～15:30

右代啓視・鈴木琢也 講堂 どなたでも 40名（先
着）

講演会 「昆虫写真家 海野和男
の生きもの写真のスス
メ」

6月10日（日）
13:30～15:30

海野和男氏（生きもの
写真リトルリーグ実行
委員長）

講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回）第3回

6月16日（土）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ミュージアムカ
レッジ

アイヌの子守歌・諸民
族の子守歌

6月17日（日）
13:30～15:30

甲地利恵 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんがワーク
ショップ

縄文土器をつくる(全2
回)　第2回　焼く

6月24日（日）
10:30～15:30

右代啓視・鈴木琢也、
江別市セラミックアー
トセンター

江別市セラミッ
クアートセン
ター

どなたでも 40名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 講演会 武四郎の道は未来へと続
く

7月1日（日）13:30
～15:30

山本命氏（松浦武四郎記
念館）

講堂 大人向け（中学生
以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

ちゃれんがワーク
ショップ

のこぎりでネームプ
レートをつくろう

7月7日（土）
13:30～15:30

青柳かつら・山際秀
紀・池田貴夫

講堂 どなたでも 20名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ちゃれんがワーク
ショップ

石器をつくる 7月8日（日）
10:30～15:30

本吉春雄氏（湧別川流
域史研究会）、右代啓
視・鈴木琢也

北海道博物館正
面入口の西側広
場(雨天の場合
正面入口付近あ
るいは講堂)

どなたでも 40名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ミュージアムカレッ
ジ

特別展　ここが見どころ！ 7月14日（土）
13:30～15:30

三浦泰之 講堂 大人向け（中学生
以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

特別イベント 北海道ジオパークまつ
り2018

7月15日（日）
10:00～16:30

道内ジオパーク関係者
（調整：栗原憲一）

講堂 どなたでも

150年関
連事業

特別展関連行事 ミュージアムカレッ
ジ

武四郎リレー講座
①動物と植物のお話

7月22日（日）
13:30～15:30

水島未記・表渓太 講堂 大人向け（中学生
以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ちゃれんが子ども
クラブ

めざせ！武四郎　消し
ゴムでオリジナルはん
こをつくろう！

7月28日（土）
13:30～15:00

三浦泰之・水島未記 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ちゃれんが子ども
クラブ

めざせ！武四郎　自分
の作品で巻物をつくろ
う！

7月29日（日）
13:30～15:00

佐々木利和（当館非常
勤研究職員）・櫻井万
里子

講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

150年関
連事業

ちゃれんが子ども
クラブ

ヤマアラシの針でアク
セサリーをつくろう！

8月4日（土）
13:30～15:00

表渓太・池田貴夫・村
上孝一

講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ミュージアムカ
レッジ

武四郎リレー講座
②漁業と考古遺物のお
話

8月5日（日）
13:30～15:30

会田理人・鈴木琢也 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 講演会 1818――生と死 8月12日（日）
13:30～15:30

佐々木利和（当館非常
勤研究職員）

講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

ちゃれんが子ども
クラブ

草原の主・トノサマ
バッタをさがそう

8月18日（土）
10:00～12:00

堀繁久・水島未記・表
渓太、自然ふれあい交
流館スタッフ

野幌森林公園内
（自然ふれあい
交流館集合）

子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ちゃれんが子ども
クラブ

めざせ！武四郎　夏の
思い出絵日記スゴロク
をつくろう！

8月18日（土）
13:30～15:00

栗原憲一・遠藤志保 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 ミュージアムカ
レッジ

武四郎リレー講座
③貝とアンモナイトの
お話

8月19日（日）
13:30～15:30

栗原憲一・圓谷昂史 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 特別イベント 地図を楽しもう！　―
北海道ってどんなとこ
ろ？―

8月25日（土）
13:30～15:30

栗原憲一・遠藤志保
協力：北海道地図株式
会社

講堂 どなたでも 40名（先
着）

150年関
連事業

特別展関連行事 シンポジウム 特別展関連フォーラム
松浦武四郎研究のこれ
までとこれから

8月26日（日）
13:30～16:30

①基調講演：田端宏氏
（松浦武四郎研究会会
長）
②パネリスト：五十嵐
聡美氏（北海道立近代
美術館）、内川隆志氏
（國學院大學）、太田
光俊氏（三重県総合博
物館）、谷本晃久氏
（北海道大学）
③進行：三浦泰之

講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんが子ども
クラブ

アイヌ音楽 うたおう・
おどろう・ならそう・
ひこう

9月8日（土）
13:30～15:00

甲地利恵 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

ミュージアムカ
レッジ

北蝦夷地ウショロ場所
物語

9月9日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんが子ども
クラブ

アンモナイトを解剖し
よう

9月15日（土）
13:30～15:00

栗原憲一・圓谷昂史 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

担当・講師 会場・実施場所 対象 定員カテゴリー 開催日時
150年関
連事業

展示会関連 名称（25字以内）



担当・講師 会場・実施場所 対象 定員カテゴリー 開催日時
150年関
連事業

展示会関連 名称（25字以内）

アイヌ語講座 日常会話のリズムとイ
ントネーションを中心
に（全2回）第1回

9月22日（土）
13:30～15:30

奥田統己(当館非常勤研
究職員)

講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

アイヌ語講座 日常会話のリズムとイ
ントネーションを中心
に（全2回）第2回

9月29日（土）
13:30～15:30

奥田統己(当館非常勤研
究職員)

講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

企画テーマ展関連
行事

ちゃれんが子ども
クラブ

やってみよう、ステン
シル！

10月6日（土）
13:30～15:00

会田理人・山際秀紀 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

ミュージアムカ
レッジ

囚人が逃げた！－明治
期の集治監関係の文書
から

10月7日（日）
13:30～15:30

山田伸一 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

アイヌ語講座 はじめてからのアイヌ
語講座（全3回）第１回

10月13日（土）
13:30～15:30

田村雅史 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

フォーラム フォーラム 野幌森林公園道立自然
公園指定50周年記念
フォーラム（仮）

10月14日（日）
10:00～16:00

杉村直樹 講堂 どなたでも

自然観察会 落ち葉でＰＯＮ！ 10月20日（土）
10:00～12:00

堀繁久・水島未記・表
渓太、自然ふれあい交
流館スタッフ

野幌森林公園内
（自然ふれあい
交流館集合）

どなたでも 40名（先
着）

古文書講座 はじめての古文書講座
（全3回・レベル1）第1
回

10月21日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

文化の日講演会
講演会 （未定） 11月3日（祝）

13:30～15:30
（調整中） 講堂 どなたでも 80名（先

着）
企画テーマ展関連
行事

ミュージアムカ
レッジ

博物館の産業資料を読
む

11月4日（日）
13:30～15:30

会田理人・山際秀紀 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

アイヌ語講座 はじめてからのアイヌ
語講座（全3回）第2回

11月10日（土）
13:30～15:30

田村雅史 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

古文書講座 はじめての古文書講座
（全3回・レベル1）第2
回

11月18日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんがワーク
ショップ

稲わらで縄をつくっ
て、長なわとびに挑
戦！

11月25日（日）
13:30～15:30

池田貴夫・舟山直治 講堂 どなたでも（小
学生以下は保護
者同伴）

40名（先
着）

アイヌ語講座 はじめてからのアイヌ
語講座（全3回）第3回

12月8日（土）
13:30～15:30

田村雅史 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

古文書講座 はじめての古文書講座
（全3回・レベル1）第3
回

12月16日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんがワーク
ショップ

博物館で新年祈願!?
日本の画材で絵馬づく
り

12月22日（土）
13:30～16:00

三浦泰之・水島未記 講堂 どなたでも 30名（先
着）

ちゃれんが子ども
クラブ

アイヌ語であそぼう 1月12日（土）
13:30～15:30

田村雅史・大谷洋一 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

10名（抽
選）

特別イベント 博物館のバックヤード
を見てみよう（午前・
午後の2回開催）

1月14日（祝）
11:00～14:00

杉山智昭・山際秀紀 会議室 やや大人向け
（小学生以下は
保護者同伴）

10名（抽
選）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回・レベル2）第1回

1月20日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

ちゃれんが子ども
クラブ

貝の化石で標本をつく
ろう！

1月26日（土）
13:30～15:00

圓谷昂史・栗原憲一・
畠誠（北広島市エコ
ミュージアムセンター
知新の駅）

講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

30名（先
着）

ちゃれんがワーク
ショップ

羊毛を染める・紡ぐ（2
日間連続開催）

2月9日（土）
10:30～15:30

会田理人・尾曲香織 講堂 大人向け（中学
生以上）

10名（抽
選）

ちゃれんがワーク
ショップ

羊毛を染める・紡ぐ（2
日間連続開催）

2月10日（日）
10:30～15:30

会田理人・尾曲香織 講堂 大人向け（中学
生以上）

10名（抽
選）

特別イベント 博物館のバックヤード
を見てみよう（午前・
午後の2回開催）

2月11日（祝）
11:00～14:00

杉山智昭・山際秀紀 会議室 やや大人向け
（小学生以下は
保護者同伴）

10名（抽
選）

ちゃれんが子ども
クラブ

雪のなかで宝さがし 2月16日（土）
13:30～15:00

舟山直治・池田貴夫 講堂 子ども向け（小
学生／中学生、
小学生以下は保
護者同伴）

40名（先
着）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回・レベル2）第2回

2月17日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）

自然観察会 ユキウサギを追跡しよ
う！

2月23日（土）
10:00～12:00

堀繁久・水島未記・表
渓太、自然ふれあい交
流館スタッフ

野幌森林公園内
（自然ふれあい
交流館集合）

どなたでも 40名（先
着）

古文書講座 ゆとり古文書講座（全3
回・レベル2）第3回

3月17日（日）
13:30～15:30

東俊佑 講堂 大人向け（中学
生以上）

80名（先
着）
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