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例言

本幸陪 書は､2009年 11月 13日 (金)に神戸大学文学部B棟

152教室 (視聴覚教室)にて行われた ｢ケルン市歴史文書館研

究会｣(主催 :地域歴史資料学研究会 (科学研究費･基盤研究 (S)

｢大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学

の構築｣研究代表者-奥村弘の研究グループ))での研究幸陪 を

もとに､原稿化したものである｡
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文書館救済 ･防災に関する日独比較研究会報告書の刊行について

奥村 弘 (神戸大学大学院人文学研究科)

私たちは､ ｢大規模 自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築｣とい う研究を本

年度からはじめています｡この科研は､阪神淡路大震災以降､日本各地で行われている大規模自然災

害時の歴史資料保全活動における実践的研究を総括し､そこからあらたな地域歴史資料学を構築しよ

うとするものです｡

ケルン市の歴史資料館倒壊は､このような形で研究をすすめる私たちにとって､無関係ではあり得

ないものです｡歴史資料館の倒壊 とそれに基づく歴史資料の被災は､自然災害ではなく､地下鉄工事

による人災によって起こったことですが､その様相については､-ルムー ト･-一 ドルさんの現地の

写真からもわかるように､地震と洪水が一度に襲った後のようになっています｡

ケルン市歴史資料館の倒壊､その後の歴史資料の保全活動の展開､これを支援する日本の ドイツ関

係者の支援活動と国内での支援の広がりという経験を､なんとかこの研究の一部として組み込めない

かと模索してきましたが､支援活動を担 うハレ大学の平松英人さん､上智大学の猪狩由紀さん､ボン

大学の井上周平さん､現地で聞き取り等をしてくださったグラーツ大学の-ルムー ト･-一 ドルさん

のご協力によって､はじめて研究会を開催することが可能となりました｡また準備については､本研

究科の西洋史専修教授の大津留厚さんにも､ご支援をいただきました｡お礼申し上げます｡

平松さんは報告で､被災資料の保全活動について､①細かいマニュアルではなく､柔軟に対応 しう

る組織づくりと責任の所在の明確化の必要性､②アーキビス トと修復専門家との緊密な協力体制の必

要性､③市民ボランティアの活動委を保障する柔軟な組織 と責任のあり方､が問われたと述べられて

いますが､これは日本での私たちの経験においても重要な課題として認識されたものです｡

また平松さんの報告や､猪狩さんは支援活動を中心とした報告で､ ドイツでも文書の重要性がそれ

ほど認識されておらず､海外からの支援が重要な意味をもったということを述べられています｡これ

は､歴史資料の保全活用が日本よりはるかに進んでいるとなんとなく考えていた私自身にとって驚か

されるものでもありました｡歴史資料の保全と市民社会の関係 という点で､ ドイツと日本で共通する

課題があることを認識させるものでした｡ 井上さんは報告の要旨で､日本､ ドイツとも歴史資料

や文化財の保全が市民のあり方と深く関連しており､この点で日独をはじめとする国際的な情報 ･経

験の交換が､今後の歴史資料保全の将来に大きな意味を持つことを指摘していますが､私も全面的に

これに賛同するものです｡本研究会をはじめとして､本科研の研究グループとしては､今後もケルン

市歴史資料館の事例を具体的に研究していきたいと考えています｡

ケルン市における被災後の新たな動きとして市民アーカイブとしてのデジタルケルン歴史文書館の

構想が報告されました｡これは利用者と文書館員が双方向的に文書館をつくっていくとい うユニーク

なもので今後の展開が注目されるものです｡この点については､当日参加され､同様の構想をお持ち

の尼崎市立地域研究資料館の辻川敦さんから､興味深いコメントをお寄せ頂いています｡

具体的な市民参加のイメージも含めて､私たち科研グループでは､今後も研究を深めていきたいと

考えております｡本報告書を読まれ､ご意見､ご感想をお寄せいただければありがたく存じます｡
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Historisches Archiv der Stadt Köln:

Einsturz - Schaden - Bergung: Kurzüberblick

IrJV/$~9:.Jt~i,§ : {tU* · fBz~ • *j(l±1 : tRÄR

(Helmut HÖDL, K.F.-Universität Graz)

Unglücksort: Severinstraße (im Kölner Bezirk Altstadt-Süd), äußerer Zustand vom

20. Oktober 2009.

Einsturz:

3. März 2009, ca. 14:00 Uhr.

Ausgelöst durch ein hydraulisches Problem beim Bau der U-Bahn in der Severinstraße,

begann der Untergrund des Magazins des Historischen Archivs wegzurutschen. Innerhalb von

3 Minuten stürzten das Historische Archiv, sowie auch zwei weitere, benachbarte Gebäude

ein. Alle Personen, die sich zu dem Zeitpunkt im Inneren des Historischen Archivs sowie in

dessen Lesesaal befanden, konnten rechtzeitig ins Freie flüchten. Doch zwei junge Männer in

den mit eingestürzten Gebäuden nebenan kamen dabei ums Leben.

Schaden & Bergung:

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten etwa 85 % des Archivgutes geborgen werden, das

jedoch in unterschiedlichstem Ausmaß beschädigt wurde. Die schlimmsten Probleme dabei

bereiteten die Feuchtigkeit wegen der Witterung und die Tatsache, dass ein großer Teil der

Archivmaterialien mit Trümmern und Schutt vermengt wurde. Es gab glücklicherweise auch



kaum beschädigte Bestände des Archivgutes, aber in vielen anderen Fällen war der Einsatz

von Gefriertrocknungsanlagen unumgänglich.

Bei den Bergungsarbeiten kamen Mannschaften der Kölner Feuerwehr, das Technische

Hilfswerk, verschiedene Hilfsorganisationen, eine große Anzahl an freiwilligen Helfern aus

der Stadt Köln & Umgebung sowie aus dem Ausland, die Angestellten des Historischen

Archivs selbst als auch von verschiedenen anderen Archiven, Restaurateure usw. zum

Einsatz.! Dafür wurde ein "Erstversorgungszentrum" im Kölner Stadtteil Porz eingerichtet.

Mit der Bergung der Archivalien waren bisher an die 2.000 Personen beschäftigt. 2

Für die Rettung der etwa 10-15 % der noch im Einsturzkrater liegenden, weit ins

Grundwasser abgesunkenen Archivmaterialien wird ein besonderes, sich unter der Erde

befindendes Sicherungsbauwerk3 benötigt (um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern),

mit dessen Errichtung in den kommenden Monaten begonnen werden soll.

Man glaubt und hofft, dass durch die Restaurierungsarbeiten, die sich wohl noch über einige

Jahrzehnte erstrecken und Kosten von einigen hundert Millionen Euro verursachen werden,

letzten Endes etwa drei Viertel der (originalen) Archivbestände wiederhergestellt werden

könnten.

Die Organisation der freiwilligen Helfer zur Bergung der Archivalien sei anfangs von den

Mitarbeitern des Archivs großteils selbst organisiert worden. In den ersten vier bis sechs

Wochen organisierten einige Personen an den Universitäten und anderen Institutionen, wie

Fachhochschulen, Restaurationswerkstätten, Archiven oder der Arbeitskreis 'Frühe Neuzeit'

(vom Institut für Geschichtswissenschaft, Abteilung für Rheinische Landesgeschichte, an der

Universität Bonn) aus eigenem Antrieb auch Studenten aller geschichtswissenschaftlichen

Fächer (und später auch von anderen Studienrichtungen). Daneben kamen auch

Wissenschaftler aus ganz Europa, die gerade zum Teil zufällig in Köln oder Umgebung waren,

spontan hinzu. "Universitäten der ersten Stunde", die helfend eingegriffen haben, waren vor

allem die Universität Bonn, die Fachhochschule Köln (für Restauratoren) und auch die

Universität Köln. Schließlich seien aus ganz Deutschland (und auch aus dem Ausland) immer

1 Eine umfangreiche Liste von Hilfe geleisteten Institutionen und Einrichtungen findet sich auf der Website der
"Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln e.V." unter dem Menüpunkt "Wertvolle Hilfe aus aller Welt":
http://www.freunde-des-historischen-archivs.de/wertvolle-hilfe-aus-aller-welt/ (21.12.2009).

2 Zitiert hier im Allgemeinen aus: SCHMIDT-CZAIA, Bettina; Ulrich FISCHER; Max PLASSMANN: Zum Einsturz
des Historischen Archivs der Stadt Köln, Archivar 62(2) [2009], S. 148-152.

3 PLASSMANN, Max; Andrea WENDENBURG: Historisches Archiv der Stadt Köln: Ein halbes Jahr nach dem
Einsturz, in: Archivar 62(4) [2009], S. 398-403, hier S. 398.
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wieder kleine Gruppen von Universitäten, die sich aus eigenem Antrieb und "auf

Zuruf' beteiligten, gekommen. Einzelne Gruppen von Archivaren, Restauratoren und

Studenten aus ganz Deutschland (z.B. Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, ... ) sind jeweils

zwischen zwei und fünf Tage lang in Schichten von acht oder zwölf Stunden (nachts) in Köln

im Einsatz gewesen. Die Aufopferungsbereitschaft der freiwilligen Helfer, wie etwa der

Studenten, wird von allen Seiten als beeindruckend geschildert. Viele der Helfer haben

monatelang mitgewirkt, auch nachdem das Archiv relativ schnell aus dem Bewusstsein der

Öffentlichkeit verschwunden war. 4

Verweise bzw. weiterrührende Literaturangaben:

Der in diesem Berichtsband enthaltene Artikel von Shuhei Inoue ("Archiv und Bürger: Zur

Sicherung historischer Dokumente in Deutschland und Japan. Das Historische Archiv der

Stadt Köln und das Shiryo-Net") enthält auch einen sehr guten, ausführlicheren Überblick

über die Ereignisse und den Stand der Dinge in Köln. In jenem Artikel sind auch wertvolle

Literatur-Angaben zu den gebräuchlichen, ausführlichen Darstellungen enthalten.

An dieser Stelle seien deshalb nur einige dort nicht angeführte, weitere Artikel extra genannt:

• BISCHOFF Frank M.: Digitalisierungsstrategien, in: REININGHAus, Wilfried; Andreas

PILGER (Hg.): Lehren aus Köln: Dokumentation zur Expertenanhörung "Der Kölner

Archiveinsturz und die Konsequenzen (( (=Veröffentlichungen des Landesarchivs

Nordrhein-Westfalen, 25), Düsseldorf2009, S. 81-85.

• GLAUERT Mario: Aus den Trümmern lernen - Konsequenzen aus dem Kölner

Archiveinsturz für Risikomanagement und Kulturgutschutz, in: REININGHAus, Wilfried;

Andreas PILGER (Hg.): Lehren aus Köln: Dokumentation zur Expertenanhörung "Der

Kölner Archiveinsturz und die Konsequenzen (( (=Veröffentlichungen des Landesarchivs

Nordrhein-Westfalen, 25), Düsseldorf2009, S. 75-79.

• GROTEN, Manfred: Tränen, Trümmer, Tatendrang. Der Einsturz des Stadtarchivs von

Köln und seine Folgen, in: Forsch 2, Universität Bonn (2009), S. 32.

• SCHWERHOFF, Gerd: Die Rekonstruktion des Kölner Stadtarchivs aus der Perspektive

der historischen Forschung, in: REININGHAus, Wilfried; Andreas PILGER (Hg.): Lehren aus

Köln: Dokumentation zur Expertenanhörung "Der Kölner Archiveinsturz und die

4 Nach freundlichen Auskünften von MA Jochen Hermel, Doktorand am Institut für Geschichtswissenschaft,
Abteilung für Rheinische Landesgeschichte (an der Universität Bonn) der auch selbst vom Einsturz des
Historischen Archivs betroffen war und seit vielen Monaten helfend im Einsatz ist.

4



Konsequenzen (( (=Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, 25),

Düsseldorf2009, S. 87-91.

• STUMPF, Marcus: Der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln - Eine

Katastrophe und ihre Konsequenzen, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe 70 (2009),

S.2-3.

• WEBER, Hartmut: Die Kölner Katastrophe als Chance für die Bestandserhaltung, in:

REININGHAus, Wilfried; Andreas PILGER (Hg.): Lehren aus Köln: Dokumentation zur

Expertenanhörung "Der Kölner Archiveinsturz und die

Konsequenzen (( (=Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, 25),

Düsseldorf2009, S. 51-58.
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Überblick über die Baustelle an der Severinstraße, Köln,
vom 20. und 22. Oktober 2009

(Helmut Hödl)

Zuallererst eine Luftaufnahme, aus entnommen. Die Perspektive ist
hier von Norden nach südwärts, das heißt im Bild "oben" befindet sich links der Rheinisch
Westfälische Genossenschaftsverband bzw. rechts das Friedrich-Wilhelm-Gynmasium.

Blick von Süden (von der Severinstraße) kommend in Richtung Baustelle.
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Die abgesperrte Baustelle. (Sie zu betreten war auch mir - ohne eine Genehmigung - nicht
gestattet). Schutt und Schutzdach sind bereits entfernt im Oktober 2009. Ebenso das halb mit
eingestürzte Haus, das in der Mitte dieses Fotos gestanden wäre.

Eine Grube und Baufahrzeuge (im Foto rechts) prägen das Bild im Oktober 2009.
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Ortswechsel der Baufahrzeuge in diesem Foto zwei Tage später zeugen von Aktivität an der
Baustelle.

Das an das Historische Stadtarchiv angrenzende Gebäude des Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverbandes wird mit Holzpfeilern und -paletten abgestützt.
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Blick von West nach Ost. Die Baustellen der V-Bahn (im Vordergrund, Bild oben) und des
Stadtarchivs (im Hintergrund, Bild unten) nebeneinander.

9



Eine Bohrung im nördlichen Bereich der U-Bahn-Baustelle.

Etwas überraschend, dass die Blumengestecke und Kerzen als Gedenken an die beiden ums
Leben Gekommenen direkt an der Absperrung zur (U-Bahn-) Baustelle im nördlichen Bereich
stehen.

10



Es scheinen richtige Zufahrtswege in der vom Stadtarchiv übrig gebliebenen Grube des
Stadtarchivs für Bagger und LKWsangelegt worden zu sein. Die Tiefe der Grube scheint
etwa 10 Meter zu betragen.

11



An die Baustellenzufahrt angrenzende Gebäude.

Links ein Bauherr in der Grube, und der Bauarbeiter oben von der Straßenverwaltung (?)
zeugen von Tätigkeiten an der Baustelle.
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Blick von Nord nach Süd, entlang des angedeuteten U-Bahn-Schachtes unterhalb der
Severinstraße. Das ehemals ans Stadtarchiv angegrenzte Gebäude des Rheinisch
Westfälischen Genossenschaftsverbandes (links) mit Abdeckung an der Seite.

13



Passanten (und an der Baustelle Interessierte) werden über den Innenhof des sich neben der
Baustelle befindenden und noch weiterhin geschlossenen Friedrich-Wilhelm-Gymasiums
dllr~h Ab.~perrungen umgeleitet{Bi.14 ()~en und unten).

Im Hinterhof des Friedrich-Wilhelm-Gymasiums scheint es einen Lagerraum des Historischen
Archivs gegeben zu haben (linke Aufschrift; Aufschrift rechts: "Stabsstelle Feuerwehr").
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"Ich liebe Dich, Kevin. Deine Jenny". Was bis jetzt noch übrig geblieben ist von der laut
Auskunft eines Kölner Freundes anfangs prächtigen Gedenkstätte der beiden ums Leben
gekommenenjungen Männer (an der Südseite des F.-W.-Gymnasiums-Gebäudes).

Blick auf die Baustelle von Ost nach West, vom Innenhof der "Severin-Schule" für
Sehbehinderte vom Landschaftsverband Rheinland (LVR).
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Interview mit Dr. Max Plassmann,

Archivar am Historischen Archiv der Stadt Köln, im OktoberlNovember 2009,

über den Einsturz, die Beziehung der Bürger zum Stadtarchiv und den

aktuellen Stand der Bergung bzw. Wiederaufbau

Max Plassmann~ (IrJv/$~9:.X~i~7---:t-t:~~A r-) /'-..(J)~ /!7 --- t:~~::L--

(2009~ 10,11 jj)

1tU*~ ~9:.X~i~~ $ B:;(J) ~f~~ *3ctti ~ ~m13-jJJ(J)~~~~ ~v\-c

(Helmut Hödl)

Wie war die Situation unmittelbar nach dem Einsturz des Archivs (am 3. März 2009), welche
Maßnahmen wurden zur Sicherheit der sich zu dem Zeitpunkt im Hause befindlichen Leser
bzw. zur Erstsicherung von Archivmaterialien getroffen?

Wie sah es eigentlich mit einem Notfallplan oder Katastrophenverhütungs-Handbuch aus?
War so etwas zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus vorhanden? Ist darin überhaupt eine
Katastrophe dieser Art (oder in ähnlicher Form) in Erwägung gezogen worden? Ist es möglich,
einen Blick in so etwas zu werfen?

Was können Sie zur Beziehung der Bürger Kölns zum Stadtarchiv sagen? Gab es sofort nach
dem Einsturz des Stadtarchivs Freiwillige Helfer (und wie viele waren das in etwa?), die sich
zur "Ersten Hilfe" oder für den Wiederaufbaudienst von sich aus (oder in organisierter Form)
gemeldet haben?

von
urz

an~~et)ote on e ers ettuina~smal,,)nanm~en

maßgeblich von Kollegen anderer
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Und was sagt Ihres Wissens nach die breite Masse der Kölner Bürger zur Rettung &
Wiederherstellung der sehr zu Schaden gekommenen Akten, was viele Jahre und sogar
Jahrzehnte andauern wird? Kommt denn die Frage, "wozu denn der ganze Aufwand?" auch
auf? Und wird weiters auch dieses Problem zur Zeit irgendwie diskutiert, falls es denn
überhaupt so sei?
Ist es vielleicht nicht auch schwierig, das Geld für die Kosten des Wiederaufbaus aufgrund
dieser Problematik zu bekommen bzw. aufzutreiben?

an war es eine Il"'B~'~~"lI';i__ '''\,Alm11r,4~;AU''''~

Utt~entlllcnKertsalrbeit d~l!f"'& 1ll\t_

der

In Ihrem neuesten Artikel ("Historisches Archiv der Stadt Köln - ein halbes Jahr nach
dem Einsturz"), der in der nächsten Ausgabe des "Archivar"l erscheinen wird, sprechen
Sie von einem "Sicherungsbauwerk in Form einer sogenannten Bohrpfahlwand", das
notwendig ist, um die restlichen 10-15 % des Archivgutes, die sich noch im Einsturzkrater
befinden, noch retten zu können. Wann wird dies errichtet werden?

Das Sicherungsbauwerk erst

Wie hoch ist nach dem aktuellsten Stand der Anteil der noch verschütteten Akten? Und wie
groß wird Ihrer Meinung nach der Schaden jener Akten schätzungsweise sein? Ist es
wahrscheinlich, dass die noch verschütteten Akten jemals wieder brauchbar sein werden?

An der Einsturzsteile in der Severinstraße waren neulich, als ich dort war, einige Bauarbeiter
am Werk - die mir jedoch auf die Frage hin, was Sie aktuell dort arbeiteten, nicht antworten
konnten oder durften. Sie haben mir gesagt, dieser Sicherungsbau (damit das noch im
Grundwasser liegende Aktengut nicht weiter absinkt) sei jedoch noch nicht in Arbeit.
Meine Frage wäre, ob Sie mir etwas sagen dürfen, was aktuell gerade gebaut wird.

Und wie sieht es mit dem Neubau des Stadtarchivs am Eifelwall eigentlich aus - in welcher
Phase befindet sich dieser gerade?

der

1 PLASSMANN, Max; Andrea WENDENBURG: Historisches Archiv der Stadt Köln. Ein halbes Jahr nach dem
Einsturz, in: Archivar 62 (4) [2009], S. 398-403. OnIine:
http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2009/ausgabe4/ARCmvAR 04-09 internet.pdf (am 21.12.2009).
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Es gibt seit Juni 2009 einen provisorischen Lesesaal bei Ihnen im Stadthaus Deutz, in dem
Dokumente auf Mikrofilmen benutzt werden können. Wie lange wird dieser Lesesaal auf
diese Weise genutzt werden?

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre wertvollen Auskünfte.
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ケルン市歴史文書館倒壊と市民アーカイブ構想

平松 英人 (ハ レ大学)

1.はじめに

本 日は｢ケルン市歴史文書館倒壊と市民アーカ

イブ構想｣というテーマでお話をさせていただきた

いと思います｡私自身の研究テーマが近代ケルン

都市史ということで､ケルンの文書館には2年ほど

ほぼ毎 日通って史料調査をしておりました｡ そし

て主に文書館の史料を利用して博士論文を執筆

中ということから､今年3月の文書館倒壊も半ば当

事者のように受け止めております｡現在はドイツの

ハレ市というところに住んでいますので､文書館倒

壊後にケルンの救助現場に行く機会がなく今に

至っており､今 日はあまり臨場感のあるお話がで

きないかと思いますので､その分ビデオとか写真

をお見せすることで現場の様子を少しでもお伝え

できればと思います｡

この｢ケルン市歴史文書館倒壊と市民アーカイ

ブ構想｣というタイトルですが､文書館倒壊後､そ

の再建をどのように進めていくべきかという議論の

中で､｢市民アーカイブ｣という構想がかなり早い

段階で文書館関係者から出てきました｡そして､

その市民アーカイブ構想の中心的なプ ロジェクト

としてデジタルケルン歴史文書館というものが考

えられています｡まずはケルン市歴史文書館と倒

壊に至る背景､その後の経緯について少しご説

明差し上げたあと､市民アーカイブ構想とデジタ

ルケルン歴史文書館についてのお話をさせてい

ただければと思います｡

2.ケルン市歴史文書館倒壊の背景とその後

の復興

ケルン市についてはドイツの中でも大きな都市

ですので､皆さんご存知かとは思います｡そのケ

ルン市にある歴史文書館というのは非常に大きな

文書館でして､自治体による文書館としてはアル

プス以北では最大というふうに言われています｡

まずはスライド1をご覧ください｡

【スライド 1】この写真でご覧いただけるのは､ケ

ルン市中心部のセヴェリーン通りにあるケルン市

歴史文書館の外観です｡建物の前がセヴェリーン

通りで､ここが地下鉄の工事現場になります｡ご覧

の文書館建物は地上 7階､地下 1階で､2階から

7階部分が収蔵庫になっています｡この建物は

1971年にこの地に建てられました｡それ以前は市

内の別の場所に 19世紀の終わりごろ建てられた

文書館がありましたが､そちらのほうが老朽化､キ
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ヤパシティの限界ということで､新たな文書館がこ

の地に建てられることになりました｡

1階入り口部分はエントランスとロビー､特別展

のための展示室があります｡特別展は年に1､2回

程度開催されていましたが､あまり訪問者がいな

いというちょっと寂しい状態でした｡この入口から

入って奥に行くと､平屋建ての建物がつながって

いて､そこに受付と閲覧室があります｡更にその

奥には文書館職員のオフィスと修復のための作

業所があります｡ケルン市歴史文書館には 10世

紀から現在まで千年以上に及ぶ膨大な数の史資

料が保存されていました｡その量は大体､書架に

すると30kmになるというふうに言われています｡

他にもケルン市民やケルンにゆかりのある人物

の遺品､有名なところではノーベル文学賞を受賞

したハインリッヒ･ベルであるとか作曲家ジャック･

オッフェンバッハの遺品などが保存されていまし

た｡歴史文書館という名前が付いていますが､毎

年ケルン市の行政文書も 10%から 15%ぐらい新

たに､この文書館に収蔵されることになっていまし

た｡そういうわけで年々所蔵品が増えていくという

状況で､1971年にこの地に建てられた文書館で

すが､建設当時約30年というふうに収容能力を計

算して建てられました｡30年ということは､2001年

にはキャパシティの限界に達しているという計算

だったわけですが､実際にはすでにそれ以前に

限界に達していたそうです｡文書館からあふれ出

した収蔵品は､文書館前にある学校の地下室に

一部保管されたりと､なんとか限られた収納スペ

ースをやりくりしていたという状況でした｡

もう少しこの文書館の建物について説明させて

いただきたいと思います｡この建物は建設当時

｢ケルン･モデル｣というふうに呼ばれ､1970年代



以降のヨーロッパにおける文書館建築のモデル

になった建物です｡ どういうところがモデルになっ

たかと言いますと､所蔵庫の空調をなるべく自然

なかたちで行なうというコンセプトが高く評価され

たことによります｡エアコンなどによって機械的に

空調管理するのではなく､建物の構造自体によっ

て､できるだけ自然に空調するべきだという考え

方です｡スライド 1でご覧頂いている建物の外壁

ですが､1m 以上もあるコンクリートの分厚い外壁

になっています｡外壁には小さな小窓があいてい

るのですが､分厚い外壁とこの小窓から入ってくる

空気の循環を通じて庫内の温湿度を一定に保ち､

どうしても必要な場合に限り機械的な空調を用い

る､そういったコンセプ トでこの文書館が建てられ

ました｡収蔵庫以外でも､特別展のためのスペー

スや利用しやすいレファレンス体制など､史資料

の保全､研究調査と利用が有機的に結びついた

全体設計がなされています｡そしてドイツ以外のヨ

ーロッパ各国でも文書館建築の一つのモデルとし

て採用されていったという歴史があります｡

ところがそういった､建築当時は画期的なコンセ

プ トで建てられた文書館だったのですが､その後

の歴史はかなり理想とはかけ離れた現実がありま

した｡利用者数も伸び悩み､市民からの関心も低

かったようです｡ その結果､行政側からもいわば

お荷物扱いをされてきたという経緯があります｡そ

うしたこともあって､建物の老朽化･設備の老朽化､

そういったものがかなり進んでいたようです｡私が

聞いた話では､71年に建てられて以降一度も抜

本的な改修がなされず､71年当時の設備を応急

的な手当てだけで､現在まで使っていたそうです｡

倒壊直前のケルン市歴史文書館は､その規模と

収蔵品の歴史的な重要性に対して､相当危機的

な状況にあったと言えると思います｡とはいえ､

2005年にシュミット･チャイア現文書館長就任以

降､状況改善-の取り組みが始まり､それが目に

見える形で現れてきていました｡

そうした中で､数年前から文書館の前を通る地

下鉄工事が始まりました｡こうした文書館の建物の

前に巨大な穴を掘るというのはかなりリスクがある

と素人考えでは思うのですが､市当局は十分安

全性が検証されているとして､かなり強引に工事

を進めていったようです｡ 数年前にはセヴェリーン

通り沿いの教会の塔がすこし傾くということもありま

したが､適切な措置がとられ､地下鉄工事そのも

のの安全性には問題がないと結論付けられて､工

事が進められてきました｡

【スライド2】 この写真の中央に見えるのがその

教会の塔になります｡今はまっすぐに見えますけ

れども､これが以前は少し傾いていて､支柱で支

えられていました｡中央に見える道路がセヴェリー

ン通りで､この通りの下を北から南に向かって地

下鉄の穴が掘られています｡この青い配管は地

下水をくみ上げてライン川に排水する設備です｡

ケルンはライン川に沿ってできた都市で､このセヴ

ェリーン通りからも歩いて 15分ぐらいでもうライン

になります｡そうした地理的な条件から､地下を掘

ったら大量の地下水が湧いてくる､そういう土壌に

なっており､常にポンプで地下水を汲み上げてラ

イン川-排水する必要があります｡

【スライド3】これは倒壊直後の文書館を撮影し

た写真になります｡7階建ての建物が完全に倒壊

し､左右に隣接した建物も文書館に引きずられる

形で倒壊しました｡写真でもよくわかりますが､隣

の住居が本当に半分切り取られたようになってい

ます｡がれきの上に掛けられた青いビニールは雨

よけのための臨時のビニールです｡ この下に収蔵

品が埋もれてしまったという状態です｡

その後､スライド4でご覧いただけるような雨よけ

の屋根が設置され､本格的な収蔵品の回収作業

が始まりました｡
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【スライド5ヨこの図は倒壊の様子を図式化したも

のです｡中央部下側が地下鉄工事の穴になりま

す｡この青い楕円は地下水の流れている水脈を

示しています｡左に建っているのは文書館の 7階

建建物と､後ろにあった平屋造りの閲覧室とオフィ

スになります｡地下鉄工事現場の壁面の一一滴Sが

壊れまして､文書館の下の土壌がこの穴の中に

流れ込んで､文書館がその中に倒れ落ちたという

のが倒壊のメカニズムになります｡救出作業は現

在までに大体地下水脈あたりまで掘り進んでいる

のですが､地下水層に入り込んだ史資料に関し

て は ､発 掘 に は 非 常 に 危 険 が 伴 いますので､まず

は 安 全 を 確 保 し て か ら とい うこ と に な っ て います｡

先 程 - 一 ド ル さ ん の お 話 に も あ りま し た よ うに ､

2010 年 の 春 頃 作 業 を 再 開 で き る の で は な い か と

言 わ れ て い ま す ｡ こ こ に は 約 10- 15% の 史 資 料

が 埋 も れ て い る と い うふ うに 予 想 され て い ま す ｡

琶癖随門-AR賢重宅強電洞 門悶郡軸RRa痴覧由d母門

轟暗転軸

,<}蒜 孟 宗 ■00 r㌔もぎ --蕊 .前
芸鞘は畠的由E等盛昏缶を増巨1

払鮎蜘凋竜細君等獅

曲*療* 窃rund鞘鵜島をfd陀監転

先程､-一ドルさんから危機管理のマニュアル

のお話しがありましたが､火災など通常想定でき

る範囲での行動マニュアルはありましたが､文書

館倒壊のような大規模災害に対応した危機管理

マニュアルというのはなかったようです｡,スライド6

は､倒壊後に作られたレスキュー作業の順序､作

業チャ-上図というものになりますOこれによります

と､まず救出された史資料は､現場で消防によっ

て大雑把に分類されます｡中には利用者や隣の

建物の住人たちの所有物も当然埋もれています

ので､そういうのがあれば所有者のもとに返却され
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ます｡現場では先程､--ドルさんが紹介してく

れたビデオの映像でも見ていただきましたが､ショ

ベルカーで建物の瓦磯を掘り上げて､トラックでケ

ル ン 郊 外 に あ る 一 時 措 置 セ ン タ ー

(E】rstversorgungszent.】rum)というところに運び込ま

れます｡

I--------時措置センタ-ではボランティアが1--------日二交

代制､8時間から12時間のシフトで働いて､文書

の一時的な分類仕分けをしています｡そこでは文

書館職員の指導の下､救えるものと完全に教えな

いものに分けられます｡まだ救える史資料は､文

書館の分類体系と照らし合わせ､相互の関連性

のある史料群と.､関連性が分からなくなってしまっ

たもの､そして完全に断片化され､散り散りに破れ

てしまった史資料というふうに大まかに三つに分

類されます｡

その三つに分類されたものが今度はその被害

状態によって､完全に濡れてしまったもの､湿って

いるもの､そして乾燥しているものにわけて処理さ

れます｡完全に濡れてしまったものは､先程の映

像にもありましたように､水で泥を洗い流した後保

存用のラップでくるみ､フリーズドライ処置にまわさ

れます｡水損の程度の低いもの､湿った程度のも

のはプリ-ズドライをせず､乾燥設備というところ

がありますので､そこで乾燥させて修復に回され

ます｡乾燥した状態の資料弓ま大まかに汚れを取り

除 いて乾燥室におかれた後､修復が必要なもの

は 修 復 されます｡修復の必要のないものは､一一一111雄寺

的 に ､今 ドイ ツ 全土で 19カ所ある一時的保管場所

に 移 さ れ て ､そ の 後 の作業を待っているという状

態 で す ｡

MART】N-LUTHER-UNIV[RS】TATHALLE-W】TTENBERG
lF-tGradulertenkGE】eE3,,BurgergeseEEs⊂hafT/HaHe-Tokv｡

監動画-凋 レスキュー現場の様子を具体的に見

ていただくのにいいと思いまして､ビデオを用意さ

せていただきました｡

これは救出した収蔵品をシュミットチャイア館長

が紹介している映像です｡ここには比較的状態の

良いものが集められています｡これらは瓦磯の中

に埋もれてしまったわりには状態が良く出てきたと

館長は言っています｡これは 16世紀のもので､

｢ツンフト｣と書いてありますけれども､同業者組合



の史料です｡

こちらも状態は非常に良いですね｡16世紀のケ

ルンの理髪師組合の史料などです｡ ご覧の通り多

少は痛んではいるのですが､大体簡単な修復で

再利用は可能になるとのことです｡

で､もう一つのほうはかなり破損がひどい状態で

すね｡濡れてしまって､こういう感じで嵩が高くな

って破れているところもあります｡とはいえ､館長

によればこういったものでも修復すれば大部分読

めるようになるのではないかということです｡

【動画-2】次の映像は､ショベルカーで掘り出さ

れた瓦磯の山から文書を救出する作業風景です｡

このように瓦磯の山の中から手作業でひとつひと

つ資料を救出しています｡ここで作業している人

たちは皆市民ボランティアの人々です｡このような

状況を見てしまいますと､果たして救出できるのか

心配になってしまいますが､それでもかなりの収

蔵品が比較的よい状態で救出できているそうです｡

彼ら市民のボランティアですが､今まであまりこう

いう活動には参加しなかった人たちも多く参加し

ているとのことです｡ここでご覧いただけるのが､

断片化されてしまった資料です｡ こういう感じで断

片化されてしまったものが数百万単位で存在して

いるといわれています｡断片化された資料を一つ

ひとつ集めて再修復していくという､気の遠くなる

ような作業がこれから行われることになります｡

瓦磯の中から史資料を探し出す作業というの

が､大体あと半年ぐらい､そしてそれらの修復作

業には､200人のアーキビスト､修復専門家が専

任で取り組んで､少なくとも 30年が必要だとみら

れています｡断片のみになってしまった資料に関

しては､フラウンホ-ファー研究所の協力で､コン

ピ ュータによって断片化された資料を読み取って

ジグソーパズルのように再構築する作業が行われ

る予定です｡

現在は文書館倒壊から7､8カ月経って､文書の

救出は大体一段落着いた段階です｡そうした中

で､当事者である文書館職員から､この 7カ月の

経験を振り返って､そこからどのような教訓を得､

それを今後どのように活かしていくかという､そうい

った議論が出てきています｡

そうした議論の中から一つを紹介しますと､大規

模災害時の危機管理の在り方､その重要性を指

摘する声が出ています 1｡今回のような予測不能

かつ重大な事故に際しては､事前に細部まで対

応をマニュアル化してしまうのではなく､その時そ

の場の状況に応じた､フレキシブルな対応が必要

であると強調しています｡そこで大切なのは柔軟

に対応できる組織づくりと､指揮系統､および責任
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者､責任の所在をはっきりとさせておくこと｡ そして､

そのような組織の中で臨機応変に動ける人材を普

段から育成しておくこと｡そういったことの重要性

が指摘されています｡加えて今回の経験から､ア

ーキビストと修復専門家との緊密な協力体制を

常々築いておく必要も唱えられています｡次に今

回象徴的だったのは市民ボランティア､世界中か

ら差しのべられた援助の手ですが､大体ケルンで

は約 2,000名の市民ボランティアが活動したという

ふうに言われています｡そうしたボランティアの活

動をいかに効率よく組織していくか｡そのためにも

明確な指揮体系と責任の所在､関係者間での明

確なコミュニケーション､意見交換というのが非常

に重要になってくる｡ ケルンではこれがとてもうまく

機能したと評価されています｡

3.市民アーカイブ構想とデジタルケルン歴

史文書館

文書館の再建には先程お話しましたように､少

なく見積もっても約 30年は必要だと言われていま

す｡そこでいかに早く文書館を再建していくかとい

うことが､これからの大きな課題となってきます｡ 利

用者の立場からすると､利用再開まで30年も待っ

ていられないということがありますので､一 目も早く

文書館を利用可能にするにはどうすれば良いか｡

オリジナルの閲覧という点では､修復されるべき史

資料に優先順位をつけて､体系的に修復し､順

次公開していくことが予定されています｡現在は

関連性のある史資料も別々の保管場所に一時的

に保管されていることもあり得ますので､保管場所

ごとではなく史料群ごとに修復､再分類､公開して

いくことが利用の面からも非常に重要になってき

ます｡また以前にマイクロフィルム等で複製されて

いた史資料は､現在臨時閲覧室で閲覧が可能に

なっています｡マイクロフィルムはドイツ研究協会

の資金援助を受けてデジタル化の作業がなされ

ており､早ければ今年中にもその作業が完了する

といわれています｡

史資料のデジタル化とデジタルデータの公開と

いう点では､｢デジタルケルン歴史文書館｣プ ロジ

ェクトが､市民アーカイブとのかかわりからもその

役割が期待されています 2｡当初このプ ロジェクト

は､ケルン市歴史文書館やケルン市サイドから出

てきたプ ロジェクトではありませんでした｡ ケルン

大学美術史講座を拠点とする｢プロメテウス協会｣

と､ボン大学歴史学講座ライン地域史分科で助手

をしているアンドレアス･ルッツ博士が中心となっ

て立ち上げたプ ロジェクトになります｡ つまり利用

者サイドから生み出されたプ ロジェクトと言えると

思います｡



プロメテグス協会は美術品の画像データをデジ

タル化して､インターネットで共有曲公開を進めて

いくプロジェクトを推進してきました｡このプロメテ

ウス協会の全面的な協力を得て､文書館倒壊後

すぐにデジタルケルン歴史文書館のポ-タルサイ

トが誕生しました｡これは利用者側からの非常に

素早い反応であったと言えると思います｡すこし

古いデ-タになりますが､2009年6月末現在で登

録者数が420名､アップロードされているデータが

3000件､訪問者が一一一一一一一一-日に 200-250名､2000-

3000ページが閲覧されている状態です｡

それではこのプロジェクトがどういったものか､

簡単に説明させていただきたいと思います｡この

プロジェクトでは､ケルン市歴史文書館の利用者

が所有している史資料の複製が中心的な役割を

担うことになります｡コピーであるとかマイクロフィ

ルム､あるいは写真､最近ではデジタルデータに

なりますが､そのような複製が利用者の手元で保

管されています｡その量はかなりの数に上ると見

積もられています｡そうした複製をポータルサイト

で文書館の分類体系に基づいて集中的に収集①

管理し､利用者相互で共有しようというのが､この

プロジェクトの中心的な発想になるかと思います｡

そうすることによって､もしかしたら自分が必要な

資料を､誰かほかの利用者が複製として所有して

いるかもしれない｡従来はそうした情報は､個人的

なネットワークでしか共有されてこなかったのです

が､このプロジェクトごは､そのような個人個人が

所有している情報をネット上で公開｡共有すること

で､文書館 の 再建に利用者もその一翼を担うこと

が期待さ れ て い ます｡

その後 ケ ル ン 市歴史文書館もこのプロジェクト

に参加す る こ と が 正式に決まり､1815年以前の文

書館の所 蔵 品 の 大 部分がマイクロフィルムで保存

されていま す の で ､ それを迅速にデジタル化して

ここのデ ー タ ベ ー ス に統合していくことになりまし

た｡また救 出 ､ 修 復 された史資料もデジタル化さ

れ､順次デー タ ベ ー スに登録されていきます｡利

用者が所有し て い る 史資料をデジタル化したもの

と合わせて､ イ ン タ ー ネット上でヴァーチャルなデ

ジタル文書館 を 再 建 しようという壮大な構想です｡

そして､このサ イ トは誰でも自由にアクセスし､閲

覧することが可能です｡利用者登録すれば､個人

で所有しているデータをアップロードできますし､

必要なデ-タが見つかれば､それを自由にダウン

ロードして利用することが可能です｡,一般の利用

に関しても､例えば大学の古文書の授業や∴市民

向けの歴史講座などにすぐにでも活用 さ れ る こ と

が想定されています｡

デジタルケルン歴史文書館が文書館 再 建 に 果

たす役割になりますが､まず先程申しましたように､

デジタル化された史資料をオンライン化し共有す

ることによって､もちろん一部ですけれども､すぐ

にでも利用を再開できる環境がすでに実現されて

います｡今回の倒壊で完全また1------滴S分喪失してし

まった史資料が､相当数あると考えられています｡

仮に利用者が複製でそれらを所有しているとすれ

ば､失われてしまった史資料の唯一の代替となり

ます｡そういったものをできるだけ全部あつめて､

収蔵品をできるだけ元の形に復元していこう｡そう

して利用者が所有している複製､文書館によって

なされたマイクロフィルム等の複製､そして救出さ

れ修復された史資料がデジタル化されこのサイト

に統合されることで､最終的には文書館の全収蔵

品をインタ-ネット上で再構築することが目指され

ています｡

こうしてネット上に再構築されたデータには､世

界中のどこからでも､何時でもアクセス可能です｡

救出された史資料の修復に際しても､例えばその

出自が分からなくなってしまった史資料がたくさん

あります｡デジタルケルン歴史文書館ではその収

蔵品が従来の分類体系を保持したままヴァーチャ

ルに再現されることになりますので､それらと照ら

し合わせる作業がこのサイトを通じて世界中のどこ

からでも行うことが可能になります｡最終的には文

書館全体をヴァ-チャルに､インターネット上で再

建する､勿論､どこまでできるかというのは未知数

ですが､｢デジタル歴史文書館｣としてはそういっ

た構想があります｡

デジタル
アーカイブ ネットワーク デジタル

ライブラリー

ケルン歴史文書館ヴァーチャル同覧受付

･全世界からアクセス可能
･コミュニケーション
･史資料利用のための革備･フォロー
･公共性
･オリジナル史資料の利用

lntGradm打てenkol:et7MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAT .BurgergeseE:schaFt̀HALLE-WITTENBERG llaHe-T｡kyo

スライド相 でご覧いただけるのが､デジタルケル

ン歴史文書館の全体構想になります｡そこで中心

となるのが｢デジタル閲覧室｣という､実際の閲覧

室がヴァ-チャルに再現された環境です｡デジタ

ル化された収蔵品がデジタルアーカイブとして､

辞 書 類 であるとか出版された史料集､ケルン市に

関 す る 基本的な資料.､論文類等､レファレンス類

も す べ てデジタル化され､デジタルライブラリーと

し て 利 用可能になります｡つまり利用者は実際に

文書 館で作業するのとほぼ同じ環境で､インター
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ネット上で史資料を利用することができるようにな

ります｡

もう一つの柱は文書館､および利用者間の相互

のネットワークの構築です｡ ケルン市歴史文書館

ではアーキビストによる利用者のサポートがしっか

りと行われていたのですが､利用者の多種多様に

わたる要求にすべて答えるのはなかなか難しい面

があります｡とくにヴァーチャルな空間ではなおさ

らです｡そこで利用者間で知識･情報をネット上で

交換･共有し､文書館側と利用者､また利用者間

での双方向のコミュニケーションを深めていく､そ

ういったネットワークの構築というものも重視されて

います｡

従来は実際にケルン市文書館に足を運ばない

といけなかったことが､インターネットを通じて世界

中どこでも可能になります｡デジタルケルン歴史

文書館には世界中からアクセスできますし､そこ

でのネットワークを通じて利用者間での多様なコミ

ュニケーションが可能になります｡ こういったかた

ちでデジタル閲覧室の利用環境が整っていく､ま

た実際に利用されていく中で､文書館の再建も一

層進んでいくことが期待されます｡というのも､新し

い文書館自体は､2015年をめどに再建が進めら

れており､実際にそれが完成すれば､当然歴史

研究にとってはオリジナルを見るというは非常に

重要ですので､実際に文書館に足を運ぶ必要が

出てきます｡オリジナルの史資料を閲覧する際に､

デジタルケルン歴史文書館で行なっていた作業と

いうものが非常に役に立っと考えられます｡ という

のも､オリジナルを閲覧する準備を､事前にデジ

タル閲覧室で行うことができるようになるからです｡

そのうえで文書館を訪問して､実際にオリジナル

の資料を閲覧し作業します｡その後例えばケルン

から日本に帰ってきて､再びデジタル閲覧室を利

用して研究を進めることができます｡あらたな問題､

疑問点などが出てきた際には､現地に行かずとも

史資料がネット上で閲覧できますし､ポータルサイ

トを通じて自由に文書館の職員､もしくは同じよう

な興味を持った利用者同士で情報や意見の交換

ができます｡従来は文書館での作業がそれ自体

で完結したものとしてありましたが､デジタル歴史

文書館を利用することで､利用前の準備作業､実

際の利用､そして利用後のフォローと､よりいっそ

う文書館の資源を有効に活用できる環境が整えら

れることになるのではないでしょうか｡

最後に市民アーカイブ構想との関連で申しま

すと､デジタルケルン歴史文書館が､文書館の再

建に利用者､市民が関わっていく一つの中心的

なプ ラットフォームになるのではないかという期待

があります｡最初に申しましたように､文書館倒壊

の遠因として行政による人員削減､経費削減､さ

らには市民による無関心がありました｡それに対

する文書館側の危機感は非常に大きなもので､こ

れからの文書館再建にいかに市民の参加を結び

付けていくのか｡それが一番大きな関心､課題に

なっていると言って良いと思います｡その中で｢市

民アーカイブ｣が折に触れ言及されているのです

が､具体的にそれがどのようなものなのかは分かり

にくいところがあります｡そうした中で市民アーカイ

ブ-の動きの一つの具体例として､文書館倒壊

後にはやくもスタートしたデジタルケルン歴史文

書館を紹介させていただきました｡
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【要旨】

DerEinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK6lnam3.Marz2009hatkatastrophale●●
Konsequenzenmitsichgebracht.ZwelJungeMannerwarendabeiumsLebengekommen.●
DerGroL3teildesunschatzbarenkulturellenErbesdesArchivslaglnTr屯mmem.Beider
BergungsarbeiterwiesensichjedochdasgroL3eEngagementallerBeteiligtenundeinebreite
HilfsbereitschaR ausallerWeltalsgroL3esGl屯ck, sodassbisEndeJulica.85% des
Archivgutesgeborgenwerdenkonnte.

IndiesemVortragwirdzunachstkurzaufdieGeschichtedesHistorischenArchivsderStadt●
K61nunddenUmfangdesArchivguteselngegangen.DabeiwirdauchaufdieBedeutungdes
Archivgebaudesaufmerksam gemacht,welchesinden70er-und80er-Jahrenbeivielen
Archivbautenals"K6ln-Modell"zumVorbildgenommenwurde.ImzweitenTeildesVortrags
wirdaufdieUrsachedesEinsturzesunddessenHintergrhdehingewiesen.AnhandvonFotos
undVideomaterialienwirdgezeigt,wiedieBergungs-undRettungsarbeitendesArchivgutes
amBergungsortsowieimErstversorgungszentrumdurchgefuhrtwurdenbzw.nochwerden.
ImdrittenTeildesVortragsgehtesschlieL31ichumdieKonzeptefurdenWiederaufbaudes
Archivs.VorallemwirddieInitiative"dasdigitaleHistorischeArchivderStadtK6ln"und
derenBeitragzumWiederaufbaudesArchivshervorgehoben.ImHinblickaufdasKonzept
"Bdrgerarchiv"wirderwartet,dass"dasdigitaleHistorischeArchivderStadtK6ln"alseine
gemeinsamePlattformallerInteressiertenfurdieZukunRdesArchivssehrdienlichseinwird.

1以下 MaxPlassmannと AndreaWendenburg論文による｡ MaxPlassmannundAndrea
Wendenburg:HistorischesArchivderStadtK6ln.EinhalbesJahrnachdenEinsturz,In:
Archivar62(2009),S.398-403
2 以下デジタルケルン歴史文書館に関しては AndreasRutz:EindigitalerLesesaalfiirdie
GeschichtederStadtK61n:DasdigitaleHistorischeArchivK61n,in:Geschl'chtel'nKdln,56
(2009),S.69-75
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日本におけるケルン市歴史文書館救援活動 一経緯と進展-

猪刈 由紀 (上智大学)

上智大学の猪刈 と申します｡ただ今ご紹介い

ただきましたように､ケルン市歴史文書館の倒

壊以降､日本国内で何かできることがないかと､

活動 してきました呼びかけ人の一人です｡ケル

ン市歴史文書館の倒壊から文書の救出､文書館

復興-の動きについては､すでにこれまでの報

告でお聞きになったことと思います｡ここでは

日本において､賛同者の方と一緒にどのような

活動を行なってきたか､その経緯をお話させて

いただきます｡

事故発生と活動の開始

･3月3日 文書館の倒壊事故

･3月4日 ニュース報道､現地より連絡

･3月6日 ドイツ側諸団体による､現場への屋

根設置ための緊急声明 (資料参照)

･この頃 日本側でも活動を開始

私が文書館倒壊の第一報を聞いたのは､3月

4日の NHK9時の BSニュースでした (スラ

イ ド2)｡驚いてメールをチェックすると､ボ

ン大学の井上周平さん､後でお話しますアン ド

レアス ･ルッツ氏からメールが来ていました｡

この時点での内容は､文書館 と隣接する建物が

倒壊 し､文書に大きな被害が生じたこと､文書

館利用者は無事だったが､行方不明者がいるこ

と､などが報じられたとのことでした｡そして

その後まもなく､ケルンの諸団体が連名で､な

るべく早く､雨から文書を保護する屋根を現場

に設置するよう要請する文書が提出されたと

知 りました｡その文書がこちらのスライ ドです

(スライ ド3･4)｡私がこの文書をメールで

もらったのは 6 日でしたが､文書の目付は 4

日になっています｡事故の翌日です｡ご覧頂い

て分かるのは､参加 している団体が､ケルンの

歴史団体のみでなく､建築､美術､教会関係な

ど多岐にわたっていることです｡
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ケル ン市歴史文書館救援活動 のための共同声明

ケル ン､2009年 3月 4日

ケル ン市歴史文書館 は瓦磯の山と化 しています｡目下もっ とも重要なのは､行方不明者の救助

と､この不運な事故の負傷者全員の平癒です｡そ して､アルプス以北最大に して最重要の文書館

た るケル ン市歴史文書館の､かけがえのない史資料 を保全す ることが次の優先事項 とな ります｡

それ らの唯一無二の芸術品､史資料お よびその他の ドキュメン トは､過去の世代か ら私たちに委

ね られた ものであ り､今や異例の助 けを必要 としてい るのです｡

ケル ンの史資料専門家や歴史家､美術史家､典礼史家､神学者 ､その他の研究者 ､図書館司書､

文筆家や芸術家､文化財保護専門家､建築家､都市開発専門家 とともに､私たちはケル ン市に対

して､即刻 ､瓦磯 を有効な保護設備で覆 って､埋 もれてい る史資料 をまず護 り､そ して可能な限

り迅速に現場か ら運び出す ことを求めます｡また同時に､我々はケル ン市が州お よび連邦によっ

て支援 され､包括的かつ専門的な探索 ･修復計画のための金銭面を含 めた手段ができるだけ速や

かに承認 され､直ちに用意 され るよ う求めます｡

ケルン市民と共に､私たちの街の歴史的財産を大いに案じて :

･ケルン市歴史文書館友の会

･ラインラント建築フォーラム (AFR)

･都市建築文化 行動連盟

･ドイツ建築家連盟 (BDA)ケルン支部

･ケルン中央教区

･ドイツ工作連盟 (DWB)ノル トライン-ヴェス トファーレン支部

･[ケルン〕大聖堂建築文書館

･[ケルン〕大司教区 ･大聖堂図書館

･雑誌 『ケルン史』後援会

･[ケルン〕ロマネスク教会後援会

･ケルン市芸術 ･美術館付属図書館友の会

･ライン地域史協会

･ケルン ･ユダヤ文化博物館後援協会

･ケルン建築の家 (I壬DAK)

･ケルン歴史協会

･下ライン歴史協会

･ケルン大司教区歴史文書館



この文書をもらってからだったか､その前だ

ったのか､よく覚えていませんが､何か日本に

いてできることはないかと考えて､文書館の所

蔵資料は日本の我々にとっても大変重要なも

のだとい うことを現地にアピール したい､と思

い立ちました｡国際的にも広く利用されており､

中でも日本人の利用が目立っとい うことが､あ

の文書館の特徴だと思ったからです｡個人的に

自分が大変お世話になったとい うこともあり

ます｡そこで､私同様､文書館にお世話になっ

た親 しい友人に声をかけ､所蔵文書の価値を訴

え､その迅速な保全と文書館の再建を求める署

名活動を日本国内で始めることにしました｡

日本側の活動の目的

･現地で救援に携わる人々への応援

･文書館の国際的な重要性を訴え､現地での
救援活動を後押しする

･日本国内で事故の被害について訴え､認識
を深めてもらう

･海外の文書館を利用した経験のある研究者､
また利用を予定している人の間の連携を深
める

このスライ ド(スライ ド5)では活動の目的

として何点か挙げていますが､最初からそれが

明確にあったとい うよりは､動いているうちに

出てきたものです｡最初はもちろん､文書の重

要性､どうもケルン市内でもあまり十分に認識

されているとは思えない重要性を､はるばる日

本から訴えるとい うこと､そして現地で救援に

携わる関係者を応援 したい､とい う気持ちが主

でした｡
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そ してこのような依頼の文書 とサイ トを作

りました (スライ ド6 ･7)｡趣意書もこちら

(http://groups.google.co.jp/group/japanese-S

olidarity-for-cologne-historical-archive)でご

覧頂くことができます｡署名の呼びかけは､基

本的にそれぞれってのある研究会や､個人的ネ

ットワークに頼 りました｡研究会では､比較都

市史研究会､ヨーロッパ近世史研究会､ドイツ

現代史研究会､再洗礼派研究会､日本ハンザ史

研究会､また西洋中世学会などでメーリングリ

ス トや研究会のサイ トを通 じて協力を呼びか

けていただきました｡他にも､例えばビザンツ

史研究会のように､会合で話題に出してくださ

ったところもあったようです｡そして 4月 30

日まで署名を集め､171名の署名が集まりまし

た｡結果として､歴史家が中心でしたが､他に

も博物館関係者や作家の方など､幅広い層の

方々にご協力いただきました｡そして賛同者の

うち､お名前の公開に同意している方の名前一

覧を趣意書に添えて 5月 4日､ノル トライン

-ヴェス トファーレン州知事､同州文化大臣､

ケルン市長､同市文化局長宛に公開書簡形式で

送付 しました｡公開書簡､とい う形式は､ボン

大のアン ドレアス･ルッツ氏の提案によるもの

で､大学のプレス向け情報公開担当者に同じ内

容を回してくれました｡提出した ドイツ語文書

がこちらになります｡署名はこのように､お名

前､所属､専門､留学した方には､日本と海外

のつながりを示すため､留学先も記載させてい

ただきました (スライ ド8･10･11)｡



(スライ ド8)

日本での活動の展開

･研究会､個人的ネットワークを通じ､署名を集める

近世史研究会､再洗礼派研究会､比較都市史研究会､ドイ

ツ現代史研究会､日本ハンザ史研究会､西洋中世学会ほか

･5月初めまでに171名の賛同者

歴史家､言語学者､博物館関係者､作家など幅広い層

･ 5月4日署名をNRW州知事､同州文化大臣､ケル

ン市長､同市文化局長宛に公開書簡形式で送付

(スライ ド10)
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ドイツ側 との連携､とい うことですが (スラ

イ ド9)､基本的には連絡先は私が 1997年から

2007年の留学中に所属していた､ボン大学歴

史学科ライン地域史部門のグローテン教授ゼ

ミの同僚が中心です｡アン ドレアス ･ルッツ氏

は博士課程修了後､同部門の日本で言 う助手の

ようなポジションについて､現在デジタル文書

館の運営に尽力しています｡現在博士論文を書

いているヨッ-ン･-ルメル氏は､彼のように

緊急なプロジェク トを抱えている学生のため

に､臨時の史料閲覧室を即急に開設するよう､

ほぼ我々と時期を同じくして署名を集め､要望

書とともに関係各所に提出しました｡その際私

たちも協力し､さらに国際性をアピール したい

ので､日本の教授の名前を載せたいと依頼され､

こちらから早稲田大学名誉教授の小倉欣-先

生にお願いし､ご快諾いただいたとい うことも

ありました｡さらに呼びかけ人の 1人である井

上周平氏ですが､現在もボン大学に留学中で､

今 日はこちらに参加できませんでしたが､頻繁

に現地の情報を伝えてくれており､史料の保全

ボランティアに参加 したり､文書館倒壊をテー

マにしたケルン大学での公開の輪講講義にも

出席 し､そのレポー トをメー リングリス トで流

してもらったりしています｡

(スライ ド9)

ドイツ側との連携

･ボン大学歴史学科ライン地域史部門

助手 アンドレアス･ルツツ氏

一日本側の声明を公開書簡とし

一大学のメディア向け広報へ

-デジタル･アーカイブ活動の日本での宣伝

大学院生 ヨツヘン･ヘルメル氏(NRW近世史研)

一院生による臨時閲覧室開設要請への支援

留学生 井上周平氏
一史料の救援活動､ケルン大学輪講講義に出席し､そのリポート
をメーリングリストにて発信

･ケルン歴史協会 シュテファン･ヴンシュ氏

･ソルボンヌ大学 マチルデ･モンジュ氏

(スライ ド12)

署名提出後の反応

･メディアの反応

FrankfurterAllgemeineZeitung(5月7日)

WeltamSonntag(5月10日)

K6lnischeRundschau(5月13日)

･署名提出先の反応

7月9日ケルン市歴史文書館館長､ベッティーナ･シュミット-

チャイア氏より礼状

7月18日 NRl〃州文化大臣グローセ･ブロックホフ氏より復興

の現状をまとめた返事の手紙



それからケルン歴史協会 (DerK61nische

Geschichtsverein)のシュテファン･ヴンシュ

氏はケルン史についての複数の雑誌の編集に

携わる人物で､先ほどお話 した､ケルン諸団体

の､文書を雨から守る覆い設置の要請文書も､

彼からメールでもらいました｡最後に ドイツで

はなくフランスですが､ケルン市歴史文書館の

史料を用いてケルンの再洗礼派について博士

論文作成中で､現在ソルボンヌ大学の講師をし

ているマチルデ ･モンジュ氏にも､日本で署名

活動を始めた際に､同様のことがフランスでで

きないか､と声をかけました｡直接的にその結

果なのか分かりませんが､私たちと同様の署名

が､その後フランスの中世史家からも提出され

ました｡

(スライ ド 13)フランクフルター ･アルゲマ

イネ紙の記事
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(スライ ド 15)シュミット-チャイア館長よ

り礼状
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(スライ ド 16)文化大臣グローセ ･ブロック

ホフ氏より復興の現状をまとめた返信
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ûChl1Bezug乱IrlhrErl叫J｢St.h｢巾Ch中Inf:｢1̂ rW W,rlSRhElrlLe∃eSヨヨl.

kallllC卜p亡･∃ltlVeSbenChlenErde･JLl･･;wur血 InlE拍 d-/ ausDeUl=eIn

hlkr亡･fllrllnウtle古F:BElalutlU｢lr､F,LTll叩r卜RIi).lF.仁Eか IlerTHlnhfur
w 占Sen5.Chi】ftll=heBenu二三erdle¶iLeinerChlL{llnkaL;rillE-3rL伯l【mlt

znlt｢■aherTl11b〔旧コe-JErrlllnberaSSLSlr■L]

SF]mlll山eV亡=rillnlLvorllegender6EStandel=B S｡lcrledtLrA]LE‖JuLr･ト

lunlj帖1即5,ト山Chl由sc.nl0d=rnCU巾.undel1und^kこenderE;⊂hLl代｢-

1帖IIJllgEr.･̂佃17ahl｢f=lnhrLHFm加rlJlrfrFTll･r..erdEnde｢VIlSEEnE[｢臼lrLヱU~

Verl=ug｣-gSeヨtE"L

llF"■

ftlLpl J$lF

JJr:lr=1=亡E:h亡r ,

Ill:岩‖ndH=l′rr:1'l~rq

rか ■lHl.Y加

L.kru｣: 古jr-1≡宕
~hlTIXCl:HL.U:I-llhEl

r-JF11=l甲rl山rG=Hrd
Llrrlゴ別 Tく巾rrL
Elli:JJH_rl

Jlr/1111JIT;rdLX)1

T･づりr‡lrr>1~FjF√11

Tt.tlrZIH〔亡119fT-~印

pn~=℃lE畔こ､帆l血
yLす..Hllヽ■JIA

(:rrr:lHr.r.r.･Jr:tr.トr･nlI:･
Rl皇Ir!ヒ占｢11_l1bl∩:Li~1.il
ULSI上目 FJ:だゴ由巴≡Lzt｣HLl



さて､趣意書と署名提出後の反応 (スライ ド

12)では､大学からの情報のおかげか､早くも

7日にFAZ フランクフルター･アルゲマイネ

新聞に､｢極東からの郵便｣という記事が載 り

ました (スライ ド13)｡また 13日にはケルン

のローカル紙､ケルニッシェ･ルンドシャウ紙

では ｢日本人がデジタル文書館開設を迫る｣と

いうような､センセーショナルな見出しの記事

が載 りました｡内容は提出した趣意書の内容を

説明したものです (スライ ド14)｡
7月に入 り､文書館長ベッティーナ ･シュミ

ット-チャイア氏より､礼状が届きました (ス

ライ ド15)｡またノル トライン･ヴェス トファ

ーレン州文化大臣､グローセ ･ブロックホフ氏

より礼状が届きました｡それがこちらのスライ

ドになります (スライ ド16)｡館長からの手紙

には､事故以後の進展が簡単に述べられ､多く

のボランティア-の感謝を述べる中で､私たち

日本からの呼びかけにも感謝する､と書かれて

いました｡州文化大臣からの手紙では､私たち

が趣意書で求めた､文書館復興-の州の援助額

を示すとともに､臨時閲覧室の設置やデジタル

文書館の設立などがすでに実施､あるいは着工

されている点を､署名賛同者に是非伝えて欲し

い､と書かれています｡

今後の活動

･年末まで史料救援の募金活動

･文書館再建に関する動向の伝達

･デジタル･アーカイブへ資料アップロードの協
力の呼びかけ

･史資料保全に関する活動での日独連携

-ボン大学歴史学科ライン地域史部門

マンフレート･グローテン教授
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さて､今後の日本での活動 (スライ ド17)
ですが､年末まで､日本国内で文書館復興と文

書の保全､デジタル化のための募金を集め､ケ

ルン-送金します｡また今後も文書館再建に関

する情報を日本語で提供するとともに､デジタ

ル文書館についての宣伝､協力呼びかけ､特に

データのアップロー ドのお願いを広く行ない

たいと思っています｡そして､今回こうして神

戸にて日本の被災史料の保全に関する研究会

の主催者の方とお知 り合いになれたのをよい

機会として､史料保全に関する､日独間の提携､

交流の可能性について､是非具体的に検討して､

実現させたいと考えております｡

【要旨】

DieMotivationfiirunsereAktionHJapanesesolidarityfortheCologneHistoricalArchiveH
warendieschockierendenNachrichtenausDeutschland.Sofortfielmirein,etwasinJapan
zuunternehmen,weilichgutwusste,dassdasK61nerStadtarchivbesondersvieleJaPanische

●

BesucherundBenutzergehabthatte.IchwolltediedeutscheOffentlichkeit,undnichtzuletzt
die K61ner Stadtverwaltung und dasLand Nordrhein-Westfalen aufdiese Tatsache
aufmerksam machenunddamitdieRettungderArchivalienunddenWiederaun)audes
Archivsuntersttltzen.Zuerstfbrmuliertenwireinegemeinsame ErklarungYonJapanischen

●

Untersttitzern,undgleichdaraufbegannenwir,Unterschriftenzusammeln,undzwar
hauptsachlich durch pers6nliche Kontakte, Netzwerke und Arbeitskreise von
Wissenschaft1ern,diesichnit historischenQuellenbeschaftigen.SchlieL31ichwurdedie
ListedergesammeltenUnterschri氏en,ca.170,am4.Ma主2009zusammennitderErklarung
alsoffenerBriefandasLandNRW unddieStadtK61ngesendet.ImJulihabenwirdaraumin
schlieL31icheineAntwortvomLandNRW undeinendankendenBriefvomArchiverhalten.

AIs weitere Au短abe unserer Aktivitat haben wir uns zum Ziel gesetzt, die
OffentlichkeitsarbeitfiirdasArchivunddasneueDigitaleArchivinnerhalbYonJapan
voranzutreiben,undinsbesondereWerbungfiireineZusammenfiihrung digitalisierten
DatenderK61nerArchivalieninJapanzumachen.Ichhoffeaul3erdem,dassdasheutige
TreffeneinguterAnlassfiirdenzuktinftigenAustauschunddieZusammenarbeitzwischen
japanischenunddeutschenAktivitatenzurRettungderhistorischenQuellenwird.
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ArchivundBiirger:ZurSicherunghistorischerDokum entein

DeutschlandundJapan

DasHistorischeArchivderStadtK8lnunddasSuvo-Net'

ShuheiINOUE(Bon〟Tbkyo)

1･Einleitung

Katastrophen,obdurchdenMenschenoderdieNaturverursacht,fngenmichtnurMenschen,sondemauch
KulturgdtemgroJ3enSchadenzu.NebendenSchutzderBev61kerungmussdaherauchdieFragegestellt
werden:WiekannmanKulturgdtervorihrerVemiChtungdurchKatastrophenschntzen?Dievorliegende
ArbeitwillStrategiengegendenkatastrophenbedingtenKulturverlustinDeutschlandundJapanvorstellen
undvergleichen.

DerAnlass,故berdenSchutzdes故berliefertenSchriftgutsundvorallem故berseinenAufbewahrungsort,das
ArchivalsInstitution,nachzudenken,warderEinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK61nam3.Marz●●
2009:DurchdieseTrag6diekamenzwelJungeMannerineinem benachbartenHausunsLebenund
zahlreichehistorischeDokumenteausderlangenGeschichtederStadtwurdenunterdenTfdmmem des●
Archivsverschnttet.DiesesEreignlSerWeCktegroJ3eAu血lerksamkeitaufderganzenWelt.Beachtungfand
esauchinJapan,Woseitden letztenJahrzehntmehrereOrgamisationengebildetwurden,diebei
Naturkatastrophen,wieErdbebenoderHochwasser,historischeDokumenteausbetro丘もnenGebietenretten
undNetzwerkezurDokumentenbewahrungentwickelnsollen.

●●
UmsicheinenUberblick故berdieTatigkeitenzurBewahrungvonhistorischenDokumentenundanderer
Kulturgdterin denbeidenLandem zuverschaffen,SollindiesemBeitragzum einenderEinsturzdes●●
HistorischenArchivsderStadtK6ln,diedirektenFolgenfurWissenschaftundOffentlichkeitunddie●
An strengungenzurWiederherstellungdesArchivsvorgestelltwerden.ZumanderensollendieStrateglen
zurBewahrungvonKulturgdteminJapananhandderEntwicklungdesNetzwerks"Shiryo-Net"umrissen
unddurchdenVergleichschlieJ31ichAusblickeaufdaszukもnRigeArchivwesenaufgezeigtwerden.

2.E:insturzdesHistorischenArchivsderStadtK8ln

●

23sh:rOOs9還 tsaadT;eebnague.7号oBhaesneGHa?uh;edwe:rSEiteTn6::盟 ,immJ.avEtit9e三1志Serptsed:rerlAsitLaaBt;siTrLegr
● ●

geplantworden:DasInnenklimasolltemichtdurchelektromischeGerate,sondem durchdieStrukturdes●

禁で,a2.gEserunX sdeeTl警vTnanv:eelekno:irdOeliieendATceLqvenn;uDbiaeus.eesnAi;cehJZZ rekno.Te,PicT3r8de,ainhredenracfoil冨eenmdee:喜eall
●

DievorliegendeArbeitisteinedberarbeiteteKurzfassungdesVortragsmanuskriptsimStipendiatenseminar
VomDeutschenAkademischenAustauschdienst(DAAD)imJapanisch-DeutschenZentrumBerlin(JDZB)am3.
Oktober2009.EineanderedberarbeiteteVersiondesReferatsmanuskriptswirdimTagungsbanddesJDZB"3.
Deutsch-Japanisch-KoreanischesStlPendiatenseminar(10.TrejfenvonDAADStlPendiaten),2.und3.Oktober
2009(-Ver6ffentlichungendesJapanisch-deutschenZentrumsBerlin, 60)"2010indeutscherSprache
erscheinen.Ich dankeHerm J6rg REINOWSKIund den JDZB furdiefreundlicheErlaubniszur
Vorab-Ver6ffentlichung.ZuDankbinichauchverpflichtetHermMasakazuMATSUSHITA(UniversitatKobe)fur
dieInformationendberdasShiryo-NetundHermMuneakiHIRANO(JapanCenterforAsianHistoricalRecords)
furdaskonstruktiveGesprachdberdasThemaArchivundB也rger.EbensogiltmeinDankHermProf.Dr.
ManfredGROTEN,HermDr.AndreasRUTZundHermJochenHもM L(UniversitatBonn)sowieFrauDr.Yuki
IKARI(SophiaUniversitat, Tokyo),HermHidetoHIRAMATSU(UniversitatHalle-Wittenberg)undHermHelmut
H()DL(UniversitatGraz)furdenintensivenInformationsaustausch.HermHermelundHermH6dldankeich
auchfurdieHilfebeimKorrekturlesen.

1zumArchivgebaudeinderSeverinstraJ3e,S･HugoSTEHKÅMPER,DasHistorischeArchivderStadtK6lnund
seinneuesHaus, in:ders.(Hg.),Kbln,dasReichundEuropa(-MitteilungenausdenStadtarchivK6ln, 60),

K6ln1971,S.XIIXLVI.

2 MariaRitaSAGSTETTER, KlimatisierungskonzepteinJungerenArchivgeb凱lden inDeutschland, in:
●●●

ArchivalischeZeitschrlft86[2004],S.3231356.
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stdrztediesesGebaudein sichzusammen.3DieUrsachedesZusammenbruchsistbisheutenochmicht

offiziellermittelt.Klaristein Zusammenhangmitden UIBahn-Bau,dasicheinederzahlreichen
BaustellendirektvordenArchivgebaudebefand.

●●
Bereitsim ZugederSuchenachUberlebendenwurdekurznach derKatastrophebegonnen,die
verschntteten Archivalien ausden Tfdmmem zu bergen.Neben Fachleuten wieArchivaren und
RestauratorenspieltenbeidenRettungstatigkeitenFreiwilligeeinewichtigeRolle.Diesewarenvorallen
imErstversorgungszentrum(EVZ)imEinsatz,dasineinemVororts屯dlichderStadtangelegtwurde.Dort
reinigtemandievonderUhfallstellegeborgenenDokumenteundnotierte-wennerkennbar-ihre●●
Bestandsnummer,umeinengrobenUberblick故berdiegeborgenenBestandezuerm6glichen.MitHilfevon
mehrals1.800Personenwurdenbisheretwa90ProzentderverschnttetenArchivbestandegeborgen.
AllerdingsweistdasgeborgeneArchivgutsehrunterschiedlich starkeSchaden auf,sodassman●
gegenwartignochmichtsagenkann,wasim elgentlichenSinneals"gerettet"geltenkann.Nacheiner
vorlauflgenEinschatzungwurdendieSchadenwiefolgtbenannt:35ProzentschwersteSchaden,50
ProzentschwerebismittlereSchadenund15ProzentleichteSchaden.

HinterderBergungderArchivalienschienenjedochdieMaJ3nahmenfurdieBenutzerundForscher,diedie
DokumentedesStadtarchivsgeradeimGebrauchhatten,zur屯ckzubleiben.AuchgerietderEinsturzrecht●●
schnellausdenFokusderOffentlichkeit.DaherfordertenHistoriker-sowohlinDeutschlandalsauchim

Ausland-umfassendeMaJ3nahmenzurRettung,RestaurierungundDigitalisierungderArchivaliensowie
einem6glichstschnelleWiederherstellungihrerZuganglichkeit.

●●

InJapanwurden,imitiiertdurchHistoriker,diesichselbstintensivnitderK61nerStadtgeschichte
beschaftigen,Unterschriftenvon故ber170PersonengesammeltundAn fangMaizusammenniteiner
gemeinsamenErklarungalsoffenerBriefandenOberb屯rgermeisterunddasKulturdezematderStadtK6ln,
SowiedenMimiSterprasidentenunddenKulturstaatssekretardesLandesNordrhein-Westfalengeschickt.
InahnlicherWeisewurdenoffeneBriefesowohlvon55franz6sischenMediavisten,alsauchvon40

ProfessorenausDeutschlandandiegenanntenStellenadressiert,letzterervondenDoktorandennetzwerk
Nordrhein-WestfalischerArbeitskreis"FrGheNeuzeit"orgmisiert･6 DieseoffenenBriefehattenden
gewhschtenErfolg,undschonEndeJumi wurdeein provisorischerLesesaalzurMikrofllmbenutzung● ●●
emgerichtet,dessenAnlegungursprunglichfmhestensfurdenWinter20090derdasFrGhjahr2010geplant
gewesenwar.DardberhinaushattendieoffenenBriefeaucheinepolitischeWirkungundtrugendazubei,

3 Allgemeinzum EinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK61nundzurBergungsarbeiten,S･Bettina●
ScliMIDTICzAIA/UlrichFISCHER/MaxPLASSMAN N , ZumEinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK6ln, ln:
Archivar62(2)[2009], S.148-152;UlrichFISCHER/MaxPLASSMANN/NadineTHIEL,DieKatastrophevonK6ln:
Bergung-Erstversorgung-Zwischenbilanz ,in:JournalofPaperConservation10(2)[2009], S.8114;Johannes
KISTENICH,PhasenderBergungundErstversorgungdesArchivgutsausdenHistorischenArchivderStadtK6ln,

in:Archivar62(3)[2009], S.305-313.Vgl.auchWilfriedREININGHAUS/An dreasPILGER(Hg.), Lehrenaus
Kbln:DokumentationzurExpertenanh∂rung "DerKblnerArchiveinsturz und dieKonsequenzen"(-
Ver6ffentlichungendesLandesarchivsNordrhein-Westfalen, 25), D也sseldorf2009.Ineinerjapanischen
Fachzeitschrift erschienaucheinBerichtaufJapanisch:HidetoHIRAMATSU/ShuheiINOUE,Kerun-shi
rekishimonjokantoukaitosonogo:Hukkouhenomichisujito"Shimin-akaibu"-kousoulDerEinsturzdes
HistorischenArchivsderStadtK6lnundseineFolge:Wegezum Wiederaufbauunddas"B也rgerarchiv"],
Rekishi-Hyouron lHistorische Revue1 714 [2009], S.88-97.Dazu erschien k也rzlich eine weitere
Zwischenbilanz:MaxPLASSMANN/AndreaWENDENBURG, HistorischesArchivderStadtK6ln:EinhalbesJahr
nachdenEinsturz,in:Archivar62(4)[2009], S.398-403(IchdankeHermDr.PlassmannfurdieInformation
dberdenArtikel).Die56.AusgabederZeitschriftGeschichteinKblnwidmetihrenerstenTeildenThema
EinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK6ln.Vgl.dieWebsite:
<http://www.geschichte-in-koeln.de/gik_056.htm>.

4 "SechsMonatenachdenArchiveinsturz"StadtK6ln,Pressemitteilung,3･9･2009
<http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2009/03691/index.html>(Stand:20.12.2009).
Vgl.auchPLASSMANN/WENDENBURG(wieAnn.3),S.399.

5DieHauptrolleindieserKampagnewurdevonFrauDr･YukiIkariundHermHidetoHiramatsudbemommen･
Ichhabemichselbstdaranbeteiligt.ZuunsererTatigkeit,S.dieWebsite:
<http://groups.google.co.jp/group/japanese-solidarity-for-cologne-historical-archive>.

6DiedreioffenenBriefesindaufderWebseitedesArbeitskreisesabrufbar:

<http://frueheneuzeit-nrw.piranho.de/stadtarchiv.html>(Stand:20.12.2009).
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denEinsturzdesArchivswiederinS6ffentlicheBewusstseinzubringen.

EinenanderenAn satz,denZugangzuArchivalienm6glichstschnellwiederherzustellen,stellteinProjekt●
im Intemetdar,dasschonwenlgeTagenachden EinsturzinsLebengerufenwurde:Dasdigitale
HistorischeArchivK6ln.7DiesesProjektisteineZusammenarbeitdesVereinS"Prometheus:Dasverteilte
BildarchivfurForschungundLehree･V･"inK6ln8undderAbteilungfurRheimischeLandesgeschichtedes
InstitutsfurGeschichtswissenschaftderUmiversitatBonn.9Eszieltdaraufab,dievonBesuchem des
Archivs in der Vergangenheitangefertigten Kopien,Fotos oderMikrofllme von Archivalien
zusammenzufuhrenunddadurchdieBestandedesStadtarchivsindigitalerFormzurekonstruierenundso
wiedernutzbarzumachen.AufderWebsitedesProjektsistdasBestandssystem desStadtarchivs
wiedergegeben,undjederNutzerkannnach diesem System seineDateienhochladen.Etwaein
DreivierteljahrnachProjektanfanghattensich故ber500Nutzerregistriertundknapp5.800Materialienund

InformationヲnwarenimIntemetbereitgestellt(Stand:26･11･2009)･DiesesProjektwirdweitergefuhrtund
momentanm Kooperationmitden Stadtarchivzueinem vollwertigendigitalenArchivausgebaut.
Beachtenswertistdabei,dassalleArtenvonArchivbenutzem,seienesHistoriker,Studentenoder
Amateur-Genealogen,gemeinsamanderRekonstruktionderArchivalienindigitalerFormmitwirken.Die
ZusammenarbeitvonArchiv,Forschem undBdrgem isteineherauszuhebendeBesonderheitundkann
durchausalseinneuesModellfurdaszukもnftigeVerhaltmiszwischenkulturellerInstitutionundden
Bdrgemgesehenwerden.

3･BewahrungVOnhistorischenDokumentenbe舌KatastropheninJapan
●

An dersalsinEuropa,wodas6ffentlicheArchiveinelangeTraditionhat,wurdedaslOJBpaasmiesrcst…Archivsystem im modemenSinneerstvoreinem halbenJahrhundertinsLebengerufen.●
6ffentlicheArchivinJapanwurdeimJahr1959inderYamaguchi-Prafekturgegrhdet.DasJaPamische
Nationalarchiv(Kokuritsu-Koumonjokan)entstand1971,unddasGesetz故berdie6ffentlichenArchivetrat
erst1987inKraft.Wegender"verspateten"Institutionalisierungverfngenheutenur30von47Prafekturen●
故bereinelgeneSArchiv,undinganzJapangibtesnur20Kommunalarchive.

● ●
InAn betrachtdiesergermgenZahlan6ffentlichenArchivenstehtdasPrinzIP:"ErhaltenanOrtund

Stelle"(Genchihozon-shugi)･Dasbedeutet,dasshistorischeDokumenteeherandenOrt,W?siedberliefert
sind,wiezumBeispieldasLagerhauseinerFamilie,aufbewahrtwerdensollen,anstattsieelnemArchivzu
故bergeben.DerVorteilist,dassdieQuellendamitihrenOriginalkontextundihreZuordnungbehaltenund
ihrWertalseigenstandigeEinheitmichtvermindertwird.Dieses"ErhaltenanOrtundStelle"-Prinzipbirgt●●
jedochgleichzeitigdasRisiko,dasseinzelneUberlieferungenleichterverlorengehenk6nnen,dasievom
Archiv michtgeschlossen und einheitlich verwaltetwerden.Dasgiltnatdrlich vorallen mr
NaturkatastrophenwieErdbebenoderHochwasser.

DerentscheidendeWendepunktimUmgangnitderAufbewahrunghistorischerDokumenteinJapanwar
diegroJ3eKatastrophedesHanshin-Awaji-ErdbebensinKobeam 17.Januar1995.ll Beidieser●●●
Katastrophe,beidervieleMenschenihrLebenlieJ3en,gmgenauchTeilederhistorischenUberlieferung
verloren.Darauhin grhdetenHistorikerundForscherin West-JapanetwaeinenMonatnachden

7Bereitsam7･Marz2009!<http://www･historischesarchivkoeln･de/>･

8 <http://w ww･Prometheus-bildarchiv･de/>Vgl･HorstBREDEKAMPDorotheeHAFFNER,CENSUS, IMAGO,

TECHMCALIMAGE,PROMETHEUS:ProjectsofDigitalArtHistory ,in:Klaus-DieterLehmann(ed.),Digital
ResourcesPomCulturalZnstitutionsforUseinTeachingandLearning,Mhchen2004,S.37-47.

9 <http://www･landesgeschichte･uni-bonn･de/forschung/index･htm#digarch>

10 0samuTAKANO, NihonnomonjokanlArchiveinJapan1 , Tokyo1997, S.65174;ChiyokoOGAWA(Hg.),
Dejitaru-jidainodkaibulArchiveimdigitalenZeitalter1,Tokyo2008,S.7-17.

ll Dazu:HiroshiOKUMUR A , DaikiboISizensaigaitochiiki-rekishiisan-hozen lNaturkatastropheunddie
BewahrungdesregionalenhistorischenKulturgutes], in:Rekishi-HyouronlHistorischeRevue], 666[2005], S.
4116;ChiyokoOGAWA, Monjokan, kiroku-kanriniokerubousai-taisakutosaigaishiennotorikumilDisaster
PlanningandAssistanceActivitiesintheFieldofArchivesandRecordsManagement], in:Jouhou-kanri
lRecords Management], 48(6) [2005], S. 3431344. Vgl. auch das Weblog von ShiryoINet
<http:〟blogs.yahoo.co.jp/siryo_net>.
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ErdbebeneineOrgamisationnamensRekishi-ShipyoNetwork(NetzwerkfurhistorischeDokumente),kurz:●
Shipyo-Net,undversuchtendiehistorischenKulturgnterin derbetroffenenReglOnZuretten und
gegebenenfallszurestaurieren.

DieseAktivitaten故btengroJ3enEinflussaufanderevonNaturkatastrophenbetroffeneGebieteaus,sodass
nun mehrereNetzwerkeentstanden,diesichfurdieRettungundBewahrungvonhistorischenDokumenten
undKulturgdteminbetroffenenGebietenengagierten(Tabelle1):

Jahr ●Reg-0n Netzwerk Anlass

1995 Robe RekishiShiryoNetwork(Shiryo-Net) Hanshin-AwajiErdbeben(Jan.1995)

2000 Shimane/Tbttori San'inR_ekishiShiryoNetwork West-TbttoriErdbeben(Okt.2000)

2001 Ehime Geiyo Jishin HisaiShiryo KyushutsuNetworkEhime GeiyoErdbeben(Marz2001)

2001 Hiroshima HiroshimaR_ekishiShiryoNetwork GeiyoErdbeben(Marz2001)

Yamaguchi Shiryo-NetYamagushi

2003 ●Miyagl MiyagiR_ekishiShiryoHozenNetwork Nord-MiyagiSerienerdbeben(Juli2003)

2004 Fukui FukuiShiryoNetwork FukuiRegenkatastroPhe(Juli2004)

2004 Niigata NiigataR_ekishiShiryoKyusaiNetwork Niigata-ChuetsuErdbeben(Okt.2004)

2005 Miyazaki MiyazakiShiryoNetwork Taifun14(Aug.2005)

Okayama OkayamaShiryo-Net

2006 Fukushima FukushimaBunka-IsanHozonNetwork ●ErdbebeninMiyaglundNiigata

Tabelle1:NetzwerkezurDokumentenbewahrunginJapan
[Quelle:DokumentYonHem MasakazuMatsushita]

DiesogegrhdetenNetzwerkezurDokumentenbewahrungfunktiomiertenauchbeianderenKatastrophen.
SohalfzumBeispieldasNetzwerkinEhime,dasnachderErdbebenkatastropheinMarz2001gegrhdet
wordenwar,mitErfolgbeiderRettungvonKulturgdtembeimHochwasserimSommer2004.Einnoch
aktuelleresBeispielistdasKobe-Shiryo-Netin derStadtSay∂-ch∂in derHy∂go-Prafekturunddas
Okayama-Shiryo-NetinderStadtMimasakainOktv)ama-Prafektur.BeidePrafekturenwarendurcheinen12
TaifunimAugust2009verwdstetworden.

DasShiryo-NetbemGhtsichauJ3erdem,dieBedeutungderhistorischenDokumenteinsallgemeine
BewusstseinzurufenundveranstaltetVorlesungenundWorkshops故berQuellenkundeunddieBehandlung
vonbeschadigtenAkten.ÅhnlichwieinK6ln,istauchhiereineKooperationmitderBev61kerungder
entscheidendeFaktorfurdieBewahrungvonhistorischenDokumentenundKulturgdtem.

4･Schlussfo19erun9

BDITbrlSohthd!ekkinulSreeiEeanrY.?.giY3CksfalleinDeutschlandindenletztenJahren,WiederBrandderAnnaAmaliaundderEinsturzdesArchivsinK61n2009,kommenauchbeiArchivenin●
DeutschlandverschiedeneIdeenauf,denVerlustvonhistorischenUmikatenvorzubeugenundStrateglen

12vgl.TheKobeShimbun,2.9.2009<http://www.kobe-np.co.jp/news/seiban/0002299044.shtml>;TheSanyo
Shimbun,28.8.2009<http://svr.sanyo.oni.co.jp/news_S/news/d/2009082822564228/>(Stand:20.12.2009).

13 vgl･dieWebsite"HilfefurAm aAmalia"<http://w ww･anna-amalia-bibliothek･de/>･●
Nach den Brand untemahmen im Jahr 2004 JaPanische Germanisten eine Spendensammlung <●
http://www.Jgg.jp/modules/Organisation/index.php?contentid-119>.AuJ3erdem hatsich2008inJapanein
VereinfurdieZusammenarbeitnitderBuchrestaurierunggegrhdet
<http://www.anna-amalia-bibliothek.de/de/aktuell114.html>(Stand:20.12.2009).
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furdenKatastrophenfallzuentwerfen.VorkurzemgrhdetenbeispielsweisedieArchiveinMagdeburg
einenNotfallverbund,sichzuk血ftigbeiKatastrophengegenseitigzuhelfen･14EinanderesBeispielistdas
StadtarchivKulmbach,daszurZeitdieDigitalisierungseinergesamtenBestandedurchRmrt,um die
einmaligenDokumentederStadtgeschichtezusichem.

15

WasaberfurArchiveinZukunftentscheidendseinwird,istdieZusammenarbeitmitderBev61kerung.Die
archiviertenDokumentesindmichtnurmrdieanGeschichteinteressiertenLaienwertvoll,sondem fur

jedenBdrger,WeildasRechtauffreienZugangzu6ffentlichenInformationeneinenwesentlichen
BestandteilderDemokratiedarstellt.Untereinem Archivistdaherweitmehrzuverstehen,alseine

Einrichtung,diehistorischeDokumenteeinfachnuraufbewahrt.EinewesentlicheAufgabefurdieArchive●
musssem,einedauerhafteVerbundenheitmitdenBdrgemherzustellen.Nurwennsichergestelltist,dass●
furalledasArchivjederzeitzurVerfngungsteht,k6nnensichdieBdrgersowohlalsTeilderelgenen
Heimatgeschichte,alsauchTeilderdemokratischenGesellschaft蝕 1en.Diesmussselbstverstandlichauch
furdiedigitalenArchivegelten･16zueinemFensterderKommumikationzwischenRegierung,Archivund
Bdrgemk6nnenarchivnaheF6rderverbandewerden,wieinK61neinerimJahr2006gegrhdetwurde,also
schonvorden Einsturz.17 DasEngagementsolcherVerbandeorientiertsich an denjeweiligen
BednrhissendesunterstntztenArchivs.UnddieBedrohungenfurdieArchivaliensindvielfaltig,wiedie
An strengungendes"FreundeskreisesdesStadtarchivsAugsburg"zeigt:Dieserverabschiedetekdrzlicheine
ResolutionzurdramatischenSituationdesArchivs,dessenBestandevom Brotkafer,einem Schadling,
befallensind.

18

DardberhinausisteineintemationaleKooperationvongro13erBedeutung.DasK61nerUngl屯ckerweckte
weltweiteAufmerksamkeit.DieoffenenBriefeausJapan undFrankreichsinddafurdiebestenBeispiele.
Zudem werdennachwievorSpendensowohlin DeutschlandalsauchinJapangesammelt,um die
RestaurationvonArchivalienunddenAusbaudesdigitalenHistorischenArchivsderStadtK61nzu
unterstdtzen.

19

AuchdasProjektanderUmiversitatKobe,dasaufdenErgebmissenderbisherigenAn strengungenzur
DokumentenbewahrungdurchdasKobe-ShiryoINetbasiert,sollteeinenintemationalenInformations-und
Erfahrungsaustausch fBrdem.20 Im Rahmen dieses Projekts geht es micht nur um die

14 "ArchiveinSachsen-AnhaltgrhdenNotfallverbund"LandtagSachsen-Anhalt,Pressemitteilung,31･8･2009
<http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id-82&tx_exozetnews_newslid]-2925&cHash-36C3207215>
(Stand:20.12.2009).

15 "safetyflrStimStadtarchiv"StadtKulmbach,Pressemitteilung,22･9･2009
<http://www.kulmbach.de/xist4C/web/Safety-flrSt-im-Stadtarchiv_id_7746_.htm>(Stand:20.12.2009).

16 AIs wichtige Faktoren dafur spricht Muneaki Hirano von den beiden Schl也sselw6rtern
"Benutzerfreundlichkeit"und"BekanntheitdesArchivs".MuneakiHIRANO,Ajia-rekishishiryosentakaramita
d亘iitam証aibuzunogenzaitotenbou[DigitalArchives:AView丘omtheJapanCenterfわrAsianHistorical

Records], in:A-kaibuzukenb)盃lJournaloftheJapanSocieO)forArchivalScience1, 10[2009], S･_19-22･Vgl･
TetsuyaSHIRAl , MonjokannoriyoutohukydlBenutzungundPopularisierungdesArchivs], in:Akaibuzuno
kagakulDieArchivwissenschajU,Bd.1,hg.V.Kokubungaku-kenky屯shiryo-kanlNationalInstitutforJapanese
Literature],Tbkyo2003,S.347-360.

17FreundedesHistorischenArchivsderStadtK6ln:<http://w ww･freunde-des-historischen-archivs･de/>Vgl･
LethaB()HRINGERBettinaScliMIDTICzAIA/ClaudiaTIGGEMANN-KLEIN, "DasSchatzhausderB也rger"nit
neuemLebenfallen:DieAusstellungzumK61nerStadtjubilaumunddie6ffentlichkeit, in;Archivar61(4)
[2008],S.377-386,insbesondereS.378£

18Resolutiondes,FreundeskreisdesStadtarchivsAugsburge･V･,●
<http://www.Jura.uni-augsburg.de/de/fakultaet/lehrstuehle/becker/aktuelles/091124ResolutionFreundeskreis.ht
ml>(Stand:20.12.2009).

19DazuwerdenRestaurierungsIPatengesucht
<http://www.historischesarchivkoeln.de/paten_einleitung.php>(Stand:21.12.2009).

20Daikibo-shizensaigainoshiryo-hozenronwokisotoshitachiiki-rekishi-shiry0-gakunokouchiku[AStudy
abouttheConstructionofLocalHistoryDocumentStudiesbasedonHistoricalMaterialsMaintenanceTheoryat
theTimeoftheLarge-ScaleNat∬alDisaster]
<http://www.lit.kobe-u.ac.jp/～chiiki/>.
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●
DokumentenbewahrunglnJapan,sondem auchum M6glichkeitenderBewahrungvonhistorischen
Kulturgntem imAusland.InderSitzungzumEinsturzdesHistorischenArchivsderStadtK6lnam 13.
November2009,mrdiedieserBerichtsbandzusammengestelltwurde,erfuhrendiedrei故berdasK61ner
stadtgehaltenenReferategroJ3esInteressevon den Teilnehmem･21 Esgibtalsoschon gendgend
GrundlagenzurEntwicklungeinerintemationalenZusammenarbeit.Ichhoffe,dasssichalle,diesichim
weitesten SinnemitKulturgutbeschaftigen,dieseAn satzeweiterverfolgen und gemeinsam diese
intemationaleKooperationinnaherZukunftaufbauenwerden,um soeinenentscheidendenBeitragzur
SicherunghistorischerDokumentebeitragenzuk6nnen.
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【要旨】

アーカイブズと市民 :ドイツと日本における史資料保全-ケルン市歴史文書館と史料ネットを例にして

災害は- 人災であれ､自然災害であれ- 人々の生活や生命のみならず､歴史資料や文化財

にも大きな損害をもたらす｡人命救助やライフラインの確保はたしかに何よりも優先されるべき

ことであるが､同時に文化財の保全もまた忘れ られてはならない｡本稿では､そのような文化の

喪失 とい う脅威-の対策を､ドイツで2009年 3月 3日に起きたケルン市歴史文書館の倒壊後の活

動 と､日本で 1995年 1月 17日の阪神 ･淡路大震災を契機に設立された史料ネットの活動の紹介

を通 じて考察する｡

ケルン市歴史文書館の倒壊では､同館に収蔵されていた中世以来の貴重な史資料のほとんどが

瓦磯の下敷きになった｡その回収および復旧作業には ドイツ内外から支援が寄せ られ､さらに専

門家のみならず多くの市民ボランティアが参加 ･協力 した｡研究者からは､史資料-のアクセス

が早急に回復されるようにと､日本､ ドイツ､フランスで署名が集められ､公開書簡 として提出

された｡また､倒壊の数 日後には ｢デジタル歴史文書館｣プロジェク トが立ち上げられ､文書館

利用者 との協力のもと､そ うした人々が所持 している写真やマイクロフィルム､データをインタ

ーネット上で取 りまとめる試みが続けられている｡

一方､現地保存主義が根強い 日本では､阪神 ･淡路大震災を転換点として､各地域に存在する

歴史資料や文化財を災害時に保全 し､その喪失を防ぐためのネットワークが各地で設立されてき

た｡その活動は単なる被災資料のレスキュー行為にとどまらず､講演会やワークショップを通 じ

て､史資料とその保全-の関心を市民に喚起することも行われている｡

以上のような両国の事例の比較紹介から､どちらの場合においても､史資料や文化財の保全に

とって市民の協力が果たす重要な役割を見て取ることができる｡また神戸大学における本研究会

のように､日独をはじめとする国際的な情報 ･経験の交換が大きな可能性を持つことも指摘でき

る｡本稿は､アーカイブズと史資料保全の将来に関し､市民との結びつきの強化および国際的な

協力の促進の重要性を強調 し､結論 とするものである｡
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ケルン市歴史文書館研究会参加記

辻川数 (尼崎市立地域研究史料館)

最初の情報

ケルン市歴史文書館の倒壊 とい う惨事を知ったのは2009年 4月 8日､事故の約 1

か月後のことであった｡この日､矢田俊文さん (新潟大学人文学部､新潟資料ネッ

ト事務局)のメイルが､宮城資料ネット経由で歴史資料ネットワークのグループメ

イルとして転送されてきた｡ケルン市歴史文書館救援の会のサイ トが紹介されてお

り､そちらを見てみると､ケルン市と州当局に対 して文書館再建を要望する署名-

の賛同者を募っているとのこと｡ 今回の研究会でコメン トされた猪刈由紀さんたち

が呼びかけ人だったわけだが､並んでいるお名前を見てもあまりなじみがなく､当

然登場 してしかるべき文書館･アーカイブズ系統の人のお名前も見えなかったので､

署名に名をつらねるのを少々蹄蹄 した記憶がある｡

それでもサイ トを拝見していくと､別段疑わしいような点は見受けられず､むし

ろ同じ文書館の仕事をしている者 として当然応援すべきことなのだろうと思ったの

で､署名に参加 させてもらった｡その後は救援の会から散発的にメイルが来るぐら

いであまり音沙汰がなく､アーカイブズの業界では特段この事件が話題になること

もなかったので､正直あまり意識することなく半分忘れかかっていた｡それでも､

夏から秋にかけて二､三の学会誌に関連レポー トが載ったのを見て､ ｢ああ､日本

国内でもことの重大性が認識されて､支援体制が組織されてきているのだな｣ぐら

いに思っていた｡

研究会への参加

そこ-､神戸大学から今回の研究会の案内である｡ 告知を見て､なぜかケルン市

から直接の関係者が来 日されるのだと誤解 してしまい (告知には一見すると､報告

者の-一 ドルさんがグラーツ大学の教員でケルン市歴史文書館の嘱託研究員かなに

かなのであろう､と思わせるものがあった)､開催地の地元文書館職員が誰も参加

しないのはまずいだろうと思ったのが､研究会参加の直接的な動機であった｡

こうい う次第なので､実際に研究会に参加 してみると､報告者のお立場が少々予

想 とは違っていた｡ しかしながら､-ルムー ト･-一 ドルさん､平松英人さん､猪

刈由紀さんのお話をお聞きして､事前の予想をはるかに超えて得るものが多く､た

い-ん有意義な研究会であった｡
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三人のお話をお聞きして､とくに印象に残ったのは､次の三点であった｡

倒壊事故の様子

まず第一に､ケルン市歴史文書館倒壊事故そのものについて､詳細な情報をお聞

きすることができたこと｡

私はなんとなく､ ｢地下鉄工事の影響で文書館が倒壊するなんて､妙な事故だな｣

とい うぐらいの印象 しかなかったのだが､具体的にどのような工事が行なわれ､建

物が地中に埋没 ･倒壊するに至ったのか､画像や動画を使った-一 ドルさんの説明

を聞いて､たい-んよく理解することができた｡ケルンの町が川沿いで地下に帯水

層を含む軟弱な地盤上にあることや､地下鉄工事自体にずさんな面があったらしく､

文書館倒壊以前にも近くの教会の塔が傾 くなどの現象が起きていたことも説明され

た｡不測の事態による突発的で不幸な出来事とい うよりは､どうやら慎重に工事が

施工されていれば十分防ぐことのできた事故だったらしい｡

平松さんの説明によれば､ケルン市歴史文書館はアル プ ス以北では最大規模の自

治体文書館であり､その収蔵史料は質量ともにヨーロッパ有数のものであるとい う｡

それだけに今回の事故は悔やまれてならず､関係者の方々が受けたショックや悲し

み､怒 りは如何ほどのものであったろうかと想像される｡

被災後の取り組み

第二に､事故後の被災史料保全と文書館再建の取 り組みが､多くの専門家 ･研究

者や市民の支援 ･協力を得て進められている様子を､具体的に知ることができたこ

と｡

建物が完全に倒壊 ･埋没 し､史料が瓦磯 と泥水に埋まっている様子は､画像や動

画で見ると想像以上の悲惨さである｡ これではほとんどの史料は失われてしまうだ

ろうと思われるのだが､それらを瓦磯や泥もろともすくい上げ､ボランティアの協

力を得て人海戦術で史料を拾い出し､洗浄 ･修復 していく長期戦の作業が始まって

いる｡

市民アーカイブの取り組み

平松さんからは､施設と史料そのものの物理的な再建復興に加えて､デジタル ･

アーカイブによる文書館機能再構築が平行 して進められていることも紹介された｡

ケルン市歴史文書館の収蔵史料のうち､1815年以前のものは大部分がマイクロ化さ

れてお り､まずこれらをデジタル化する｡ 加えて､多くのケルン市歴史文書館ユー

ザーの手元にある複製を提供 してもらい､両者を合体させてをネット上において公

開するとい うプロジェク トがそれである｡
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興味深いことに､ ｢デジタルケルン歴史文書館｣と名付けられたこの構想は､ユ

ーザー側からの発案により提起され､市民 ･ユーザーが参加 ･協力する市民アーカ

イブとして動き出しつつあるのだという｡

当初ユーザー側からこのプランが提案された際､ユーザーが個々に利用すること

を前提に許可した複製物が､広くWeb上に公開され転用可能となってしまうことに

ついて､文書館サイ ドからは抵抗感もあったらしい｡それを乗 り越えて､文書館 と

文書館ユーザー､文書館と市民が協力しつつデジタル ･アーカイブ構築に乗 り出し

つつあるとい うのが､たい-ん意義深いことであると感 じた｡

予定されているサイ トには､ケルンの歴史について調べるための多様な文献史料

がアップされ､あたかも現実の閲覧室において調べるのと同様の調査 ･閲覧環境の

再現が目指されている｡ さらにサイ トには ｢コミュニティ｣のページが設けられ､

ユーザーは史料のデジタル画像とともに､ユーザー自身の持つ研究情報を登録する

ことができる｡ このページを介して史料の相互利用 ･研究情報交流を可能とするこ

とで､デジタル ･アーカイブ閲覧機能のさらなる充実が図られている｡

研究情報が史料閲覧利用のガイ ド的役割を果たすわけで､すぐれて実践的で役立

つ仕組みであると言えるだろう｡文書館を利用するユーザー側からの発意によるデ

ジタル文書館ならではの､秀逸なアイデアであると思 う｡

文書館を取り巻く状況

印象的であった第三点目は､倒壊する以前のケルン市歴史文書館がおかれていた

状況についてである｡

書架延長約 30kmに及ぶ､10世紀以降の貴重な史料の数々を収蔵 ･公開するケル

ン市歴史文書館｡ しかも1971年に新築された施設は当時ケルン ･モデルと呼ばれ､

ヨーロッパ各地から参考にされたほどの希有の文書館であるにもかかわらず､倒壊

事故以前の同文書館は利用者が少なく､市民の関心や認知度が低かったことが報告

された｡それゆえケルン市当局からはお荷物扱いされ､予算 ･人員が削減され､施

設も老朽化 していたというのである｡

このことが今回の事故の直接の要因ではないにしても､存在感のない公共施設で

あるがゆえに直下の地下鉄工事が十分な安全配慮もなく施工されたとい う点で､間

接的な遠因のひとつとなった可能性が考えられるのである｡

被災前のケルン市歴史文書館と､市民や行政当局との間に距離感があったとい う

のは､同じく自治体文書館の業務に携わる者 として､大いに気になるところである｡

そこで質疑応答の際､これはケルン市固有の問題なのか､あるいはヨーロッパの文
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書館になんらか共通する問題点なのかと尋ねてみた｡報告者のみなさんの回答は､

他の文書館の事例や事情をかならずLも承知していないが､大なり小なり各地の文

書館が抱える課題のひとつなのではないか､とい うことであった｡

経験交流への期待

こういった状況､とくに第二と第三の点を聞くと､阪神 ･淡路大震災後のわれわ

れの経験との間に､共通する部分が多いことに気付く｡阪神 ･淡路大震災後の被災

史料保全活動が対象としたのは､ほとんどが倒壊 した旧家の所蔵文書など民間所在

史料であり､その点では文書館収蔵史料を対象とする今回のケルンの事例とは違い

がある｡ 一方共通するのは､史料そのものに対する市民社会から無関心 ･無理解に

直面し､その一方で史料を救い出し活かしていこうとする活動そのものが市民の理

解と協力を得ることにつながり､無関心 ･無理解を克服する取 り組み-とつながっ

ている点である｡

ケルンの事例においても､倒壊事故以前の市民の無関心とは対照的に､被災後は

広く各方面から支援の手がさしのべられ､史料保全のボランティア活動に参加 した

市民は約 2千人に及ぶとい う ｡ さらには文書館とユーザー､行政と市民がともに協

力しつつ文書館再建に取 り組む市民アーカイブが具体化 しつつある｡ 今回の出来事

は決 してあってはならない不幸な事故 ･事件であったが､その後の取 り組みが単に

ケルン市歴史文書館の機能を再建するにとどまらず､ケルンの､あるいはヨーロッ

パ各地の文書館が直面する市民社会とのかい離や行政上の低い位置付けといった課

題を解決する､その出発点となることを期待 したい｡

その点､阪神 ･淡路大震災後の被災地においても､大学や自治体が市民と連携 し､

地域社会のなかで史料を保存 ･活用する取 り組みを続けており､さまざまな成果や

教訓を積み重ねてきている｡ 私が勤務する尼崎市立地域研究史料館も､こういった

ネットワークのなかに館の事業を位置付け､市民に利用され市民に支えられる文書

館事業の実践 ･構築に日々努めているところである｡ こういった論点や経験につい

て､今後ケルン市歴史文書館救援の会を介 して､ケルンをはじめヨーロッパの関係

者のみなさんと交流できれば､それぞれの今後の文書館事業や史料保存 ･活用の取

り組みにとって大いに有益であろう｡今回この研究会を開催された神戸大学には､

引き続きコーディネーター役を務めていただければと期待 している｡

日本のアーカイブズ業界は?

最後にもう一点､気になっているのが､ケルン市歴史文書館倒壊事故に対する､

日本の文書館 ･アーカイブズ界の反応のにぶさである｡ 本稿の冒頭に書いたとお り､
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私自身は､夏から秋にかけて二､三の学会誌に関連 レポー トが載ったのを見て､ 日

本国内にも情報が浸透 しつつあるのだと思っていた｡ ところが今回､猪刈 さんにお

聞きしたところ､アーカイブズ方面との連絡は取れておらず､情報発信の輪を広げ

ていくことが今後の課題なのだとい う｡救援の会の活動をされているのは､主とし

て猪刈 さんや平松 さんのような ドイツ語学 ･ドイツ史の分野のみなさんで､その人

脈 とアーカイブズの業界の人脈が うまくつながっていないようなのだ｡

そのことをうかがって､研究会後あらためて確かめてみたところ､レポー トが載

ったのは 『歴史学研究』 (856号､2009年 8月､高津秀之氏 ｢ケルン市立歴史文書

館の倒壊について｣)と 『歴史評論』 (714号､2009年 10月､平松英人氏 ･井上周

平氏 ｢ケルン市歴史文書館の倒壊 とその後一復興-の道筋と ｢市民アーカイブ｣構

悲-｣)とい う､いずれも歴史学会誌であった｡全国歴史資料保存利用機関連絡協

議会 (略称 ･全史料協)や 日本アーカイブズ学会 といったアーカイブズ系のメディ

アにおいては､全史料協のWebサイ トに初期の情報がアップされた程度で､ケルン

市歴史文書館倒壊事故のことはほとんど取 り上げられていないようだ｡救援の会の

サイ トに公開されている賛同署名に名を連ねる 164人の人名を見ても､アーカイブ

ズ業界人は私の見るところわずか4人で､そのうち現職の文書館職員は埼玉県の太

田富康氏と私の2人だけであった｡

そこで今回の研究会ののち､私は上記 2組織を含む関係 4機関に､手紙を付けて

研究会の資料を送付 した｡国際交流にはことのほか熱心なアーカイブズ系各団体 ･

機関のことであるから､かならずや熱い反応を示 していただけることであろうと期

待 している｡
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