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収蔵庫収蔵庫 特別収蔵庫特別収蔵庫
（ 歴史 ）（ 歴史 ）（ 自然 ）（ 自然 ）

収蔵庫（考古・民俗）収蔵庫（考古・民俗） 倉庫倉庫

展示準備室展示準備室

特別展示室特別展示室

収蔵庫収蔵庫

多目的室多目的室 団体活動室団体活動室
交流活動スペース交流活動スペース

カフェカフェ

屋外広場屋外広場

遊歩道遊歩道

事務室１事務室１

事務室２事務室２

調査研究室調査研究室

資料室資料室

エントランスエントランス
ホールホール

搬入搬入

文教エリア
（　駐車場　）

Ａ断面図

配置図

▼

▼
▼

２階 搬入２階 搬入

小松原笠内線小松原笠内線小松原笠内線

子ども未来館子ども未来館子ども未来館

歴歴歴歴
史史史
博博博博博
物物物
館館館館

クローズロークローズロクロ ズクロクロロローズーズーー

オープープオープンオーオーーープンプンププンン

外外外屋外屋外外外屋外屋外屋外屋外

前前前前
面面面
道道道
路路路

屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋
外外外外
広広広
場場場

交流・共有交流・共有交流・共有

建築計画概要
３．計画概要

４．配置計画

５．断面・環境計画

２．建築のコンセプト

１．基本設計の方針

・所在地

・敷地面積

・都市計画等

・前面道路

: 茨城県那珂郡東海村大字村松字藤ヶ作 768 番 38

: 6,669 ㎡

: 市街化調整区域

: 北側：16ｍ、西側：16ｍ、南側：5ｍ

・構造

・最高高さ

・建築面積

・延床面積

: ＲＣ造 一部 Ｓ造

: 10.5ｍ

・階数 : 地上 2階

: 2180.0 ㎡

: 2364.0 ㎡

　（仮称）歴史と未来の交流館は、新施設のテーマ「歴史と未来の交流」を実現する為、「歴史博物館ゾーン」、「子ども未
来館ゾーン」、「交流・共有ゾーン」、「屋外広場ゾーン」の４つのゾーンで構成し、各ゾーンの機能や連携した活動に配慮
した計画とします。

村の風土・歴史を展示

基本展示室・特別展示室
調査研究室・収蔵庫

ゾーン

主な諸室

イメージ図

活動イメージ

多目的室・団体活動室 エントランス・交流活動スペース 屋外広場

交流展示・創作活動
の作品展示

体験学習の場 屋外ワークショップ

①歴史博物館ゾーン ② 子ども未来館ゾーン ④ 屋外広場 ゾーン③  交流・共有ゾーン

 文教エリアに大きく開いた建物配置01

　４つのゾーンの連携、さらには文教エリア、とうかいまるご
と博物館※へと活動を繋げる為、コンパクトで明快な下記３つ
のコンセプトに則った配置とします。

※とうかいまるごと博物館…「東海村全域を建物のない博物館」として捉える考え方

 ヨコの帯状のゾーニングをタテの活動でつなぐ02
文教エリエエ教教エ アリアア文教文文教教 アア文文文教文教エ文教エ文文 エエエエ教エ教エ教エ教エリリアアアアリリ

歴史博物館ゾーン歴史博物館ゾーン

屋外広場ゾーン屋外広場ゾーン
（縁側ひろば）（縁側ひろば）

交流・共有ゾーン交流・共有ゾーン

子ども未来館ゾーン子ども未来館ゾーン子ども未来館ゾーン

Ｎ歴史と未来が交流する交流活動スペース03
多目的室多目的室屋外広場屋外広場

交流活動交流活動
スペーススペース 展示室展示室

基本基本
廊下廊下収蔵庫（自然）収蔵庫（自然）

収蔵庫（考古・民俗）収蔵庫（考古・民俗）

高さ確保高さ確保

自然換気自然換気

居住域空調居住域空調

※収蔵量の確保※収蔵量の確保

熱だまり熱だまり熱だまり

通風通風

高高高

低低低
採光確確保採光 保採 保採光確保保採光確保確保光 保採光確採光確保採光確保確保確保
屋外広場屋外広場屋外広場

収蔵庫

（考古・民俗）

収蔵庫

（考古・民俗）

S = 1/800
Ｎ

車輌動線車輌動線
歩行者動線歩行者動線

■凡例

文文文文文文文
教教教
エエエ
リリリ
アアア

・屋外広場側の屋根を勾配屋根とする
ことで、屋外広場への採光を確保し
ます。
・屋根の高さをスパンごとに変える事
で、ハイサイドライトを設け、室内
に自然採光を確保すると共に、自然
換気を可能な計画とします。

P-１

( 仮称 ) 歴史と未来の交流館建設設計業務　基本設計報告書　（概略版） 建築計画概要



S = 1/400

２階平面図

１階平面図
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多目的
駐車場
多目的
駐車場

公用車公用車

車
寄
せ

車
寄
せ

駐輪場駐輪場

基本展示室基本展示室
相談室相談室

ポンプ室ポンプ室
機械室機械室

ＷＷＣＷＷＣ

ＭＷＣＭＷＣ

収蔵庫収蔵庫

廊下廊下

特別特別
収蔵庫収蔵庫（ 歴史 ）（ 歴史 ）（ 自然 ）（ 自然 ）

収蔵庫（考古・民俗）収蔵庫（考古・民俗）

収蔵庫（考古・民俗）収蔵庫（考古・民俗）
機械機械 機械機械

屋上屋上屋上屋上 屋上屋上

屋外機屋外機
置場置場

電気機械電気機械

置場置場

倉庫倉庫
一時一時
収蔵収蔵

トラックトラック
ヤードヤード

展示準備室展示準備室

特別展示室特別展示室

収蔵庫収蔵庫

多目的室多目的室

屋外広場屋外広場

団体活動室団体活動室カフェカフェ
学習学習
キッズキッズ

事務室１事務室１

応接室応接室事務
倉庫１
事務
倉庫１

事務
倉庫
2

事務
倉庫
2

事務室２事務室２

調査研究室調査研究室

資料室資料室

エントランスエントランス
ホールホール

搬入搬入

搬入搬入

Ａ’Ａ’
ＡＡ

Ａ’Ａ’

ＡＡ

交流活動スペース交流活動スペース

Ｎ

子ども未来館子ども未来館子ども未来館

歴歴

史史史

博博博

物物物

館館館

クローズクローズロクロロククローズクローズローロー

オープンープオープンプオオープンオープンープープ

屋屋
外外外
広広広
場場場

交流・共有交流・共有交流・共有

外外外外屋外外外屋外屋外屋外屋外
⑤ 屋外広場ゾーン 屋外広場

④ 管理諸室

事務室１

応接室

事務倉庫1

機械室

更衣室

ＨＷＣ・ＷＣ

授乳室

一時収蔵

事務室２

倉庫

事務倉庫２

団体活動室

多目的室

③ 交流・共有ゾーン

エントランス

交流活動スペース

サポーター室

相談室

②
子ども未来館
ゾーン

子
ど
も
エ
リ
ア

青
少
年
団
体

①
歴史博物館
ゾーン

展
示

基本展示室

特別展示室

展示準備室

資料室

調査研究室

収
蔵

収蔵庫（自然）

収蔵庫（歴史）

特別収蔵庫

収蔵庫（考古・民俗）

荷解

搬入室

村の歴史や自然の核となる展示

村の歴史や自然を様々な角度から展示

展示準備作業、撮影

村史編纂資料、報告書、図書閲覧

区分 室名 室機能

発掘調査整理作業、村の歴史、自然調査研究

運営ボランティア控室

各種相談

青少年育成関係団体活動室、会議室

青少年担当職員事務室

搬入品の一時収蔵スペース

4ｔ美術専用車

自然標本 ( 温湿度管理)

古文書、指定文化財等 (温湿度管理)

古文書、美術品等  (温湿度管理)

発掘調査遺物、民具 (換気機能)

搬入品の積み下ろし等

各団体の事業、事前準備、講座、研修活動室、会議室等

事務倉庫

職員用の更衣室

授乳スペース (2セット) 、おむつ替えスペース有り

屋外ワークショップ、イベント等

団体活動用の倉庫

事務倉庫

団体レクチャー、作品展示、グッズ販売、情報発信等

交流活動、作品展示

文化財、芸術文化、スポーツ振興担当職員事務室

学習・カフェ・
キッズスペース

図書閲覧、飲食コーナー、子供の遊び場

来客対応、打合せ

駐輪場駐輪場

建築計画概要
６．平面計画 ７．諸室概要

P-２

( 仮称 ) 歴史と未来の交流館建設設計業務　基本設計報告書　（概略版） maru 建築計画概要



展示計画概要

( 仮称 ) 歴史と未来の交流館建設設計業務　基本設計報告書　（概略版） maru 展示計画概要

P-３

３．平面計画 ■平面計画（開館当初）

この流れが 
繰り返され、 
交流の輪が 
ひろがります。 

交流館での活動 

とうかいまるごと 
博物館 

○基本展示室 
◯特別展示室 
◯交流活動展示

○郷土料理体験 
○土器作り 
○塩作り 
　など 

○化石発掘 
○昆虫採集 
○史跡見学 
　など 

交流館での展示 

１．展示のコンセプト
建築設計における施設のコンセプト
を踏襲し、「歴史博物館ゾーン」「交流・
共有ゾーン」「子ども未来館ゾーン」「屋
外広場ゾーン」の４つのゾーンを活動
を通してつなぎ、多世代・他地域交流
を生み、まちへとつながっていく展示
とします。
また、大人から子どもまでが楽しみ
ながら学べ、「とうかいまるごと博物館」
につながる展示とします。多くの人が
興味・関心をもって学べるように、ゲー
ミフィケーション方式などをとりいれ、
リピータ－を確保できる展示とします。

２．展示方針

・基本展示室の方針

①風土・歴史を体感で伝える展示とします。
②交流を生む展示とします。
③新たな情報を受発信できる展示とします。

・特別展示室の方針

①資料保存に考慮した展示室とします。
②様々なテーマに対応できるフレキシブルな空間にします。

・ 交流活動展示の方針

①多世代、他地域の交流を生む展示とします。
②誰もが気軽に利用でき、かつ郷土に興味が湧く展示とします。

・  「とうかいまるごと博物館」の方針

①「とうかいまるごと博物館」は、「（仮称）歴史と未来の交流館」を拠点とし、村内全域に活動を展開します。
②「とうかいまるごと博物館」は、村内の文化的景観や自然景観、史跡や天然記念物そのものをサテライトと
して展示します。

展示構成表に基づき、当平面計画では開館当初の配置を示します。
基本展示室は交流活動スペース側の壁を開閉可能な扉とし、様々な展
示更新に対応可能なしくみとなっています。例えば右図のように扉を
開け、交流活動スペースからの動線を確保した形状で資料を配置する
ことも可能です。イベントなどの開催日は、全扉をオープンにして開
放的に使用することが可能なほか、全扉を閉じて使用することもでき
ます。
また、展示室の動線は自由動線とし、来館者の興味・関心に合わせ
てどこからでも見ることができます。
特別展示室は資料保存に考慮した展示室とし、様々なテーマに対応
できるフレキシブルな空間にします。

【凡例】
青文字
黒文字

…大項目
…中項目
…小項目東海村の風土 水辺に誕生したムラ 水辺のムラを治める 水と共に生きる 水といのり 開かれたムラ

「東海村」

特
別
展
示
室

基
本
展
示
室

交
流
活
動

ス
ペ
ー
ス

子
ど
も
未
来
館

水辺のムラ「東海村」

水辺に育まれた
文化

古代の豪族と
ムラの発展

村の成立と村人たち

中世武士団と
地域社会

水辺の生業
「砂」との
たたかい 描かれる村の景観

人・もの・文化の交流と開かれたムラ

村松晴嵐荘の受容と村の近代化

水辺のムラと「原子力」

村の発展と人々の交流「水」との
たたかい

村を訪れる
旅人たち

東海村をとりまく自然

はじめに

細浦・真崎浦の
干拓

村で生きる人々
（近世の村々）

石神小野崎氏と石神城

東海村の
中世武士団

聖地に詣る人々

門前町の発展と
人々の交流

古墳の立地と集落形成
古墳時代初期の文化の受容・交流・融合
大型前方後円墳の出現とムラの発展

塩作りのムラ
「村松白根遺跡」

漁業・台地上の
農業

村松海岸
砂防林

洪水-水防建築と
生活の知恵

ストーリー

ストーリー
ストーリー

ストーリー

ストーリー

古環境とムラの立地

水辺のムラの営み

多様な文化の交流

　テーマ展示・地域展示　

東海村の位置と環境

東海村の
地史・動植物

東海村とは

テーマ展示・地域展示　

テーマ展示・地域展示

水戸藩による支配と村々

東海村の水辺景観

千々乱風と集落移転

水と信仰

開かれたムラ
「東海村」

結核療養所の受容と地域住民
村松晴嵐荘の地域に果たした役割

原子力の受容と地域住民
原子力研究開発の役割
生み出される課題と地域社会

特別展示室

団体活動室多目的室

エントランス

カフェ

交流活動スペース

磁気で土台にピースを
取り付けていく。

館外でクイズの答えや宝をゲット。
交流館へ持ち帰る。

基本展示室でヒントを受取る。

東海村の地図を活用した大型パズルです。ワー
クショップ等で東海村の風土や歴史、地理を学
びます。
※床面の「東海村地図」を活用。

土器パズルは村で出土した土器を型取りして作
成します。磁石で土台に土器ピースを取り付け
ていくことで、楽しみながら土器の形などを学
びます。

化石や動植物標本などを収納し、展示や活動に
応じて活用するワゴンです。

各地域の歴史を展示します。

東海村パズル（エントランス）  土器パズル（交流活動展示） 地図に隠れた東海村の動植物（交流活動展示） テーマ展示・地域展示（交流活動展示） ICTを使い、展示と「とうかいまるごと博物館」をつなげるしくみ（基本展示室）

ICTを活用し、村内全域を博物館に見立て、クイズや宝さがしを行うしくみ
をつくります。
基本展示室内でクイズや宝さがしのヒントを得て外へ。お宝や解答をICTで
得て、また館内へ来ると新たなステージのミッションへと進むことができる
など、交流館の展示と村内の文化的景観や史跡などをつなげていきます。

〈交流館の活用の循環イメージ〉

■展示活動イメージ



◆ゾーンごとの活動例
◆交流館から「とうかいまるごと博物館」へと

つながる活動の展開例

交流館での活動例

◯東海村の歴史や自然を学ぶ
◯村の歴史や自然について

　調査・研究する

◯情報交換・交流の場

◯遊びながら郷土を学ぶ

◯地域の歴史やイベント情報
　がわかる
◯活動の成果発表の場

◯様々な講座や体験、イベントを企画・
　開催できる

　（例）　・歴史講座
　　　　・土器づくり
　　　　・サイエンス教室
　　　　・研修活動、創作活動

◯屋外を利用して様々な体験ができる

　（例）　・塩作りや野外炊飯体験
　　　　・秘密基地づくり
　　　　・アウトドア体験

◯交流館を拠点に、東海村全域を屋根の

　無い博物館と捉えて活動を展開する

　（例）　・古墳巡り
　　　　・石神城探検
　　　　・久慈川のサケ漁見学会

歴史博物館ゾーン 

子ども未来館ゾーン 

屋外広場 ゾーン 

 交流・共有ゾーン 

東海村の特色ある自然を学ぶ

村内の環境団体による展示・発表

自然に関する講座や実験教室

広場の植物観察会

化石採集体験とうかいまるごと博物館 (現地 )

( 仮称 ) 歴史と未来の交流館建設設計業務　 交流館での活動例
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