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1. 東日本大震災アーカイブの公開

• 平成25年3月7日（木）から公開［http://kn.ndl.go.jp/］
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愛称「ひなぎく」
Hybrid Infrastructure for National Archive of the Great East Japan Earthquake and Innovative 
Knowledge Utilization の略。
花言葉「未来」「希望」「あなたと同じ気持ちです」に、復興支援という事業の趣旨を込めています。

http://kn.ndl.go.jp/�


→連携／
統合検索

→収集

東日本大震災
アーカイブ

ユーザによる活用（例）

過去の防災計画や東日本
大震災の被害をふまえ、
自治体の新たな防災計画
を作成

新たな震災が発生した際、
東日本大震災の際のボラ
ンティアの活動記録を参
考に、自分達の活動内容
を検討

自治体

NPO法人

マスコミ

福島第一原子力発電所事
故の特集番組に、事故の
報告書、過去の原発行政
に関する資料を使用

IT技術者

地震学・防災
科学研究者

教育機関

他のAPIとマッシュアッ
プし、防災に役立つWeb
サービスやアプリの開
発・提供

震災アーカイブポータル
で検索できる写真、報告
書等を用いて、防災教育
教材を作成

各府省が保有する
コンテンツ

各機関が分散して
保有するコンテンツ

その他のコンテンツ

写真・動画

民間
ウェブサイト

省庁の
ウェブサイト

刊行物
出版物

記録

NPO 大学
学会

報道
機関

MLAK 放送局 自治体

総務省
経済
産業省

文部
科学省

環境省 内閣府
その他
府省

コンテンツの
把握／識別

統合検索

APIの提供

年月日／場所
／主題からの
検索・表示

過去の災
害の記録

電子書庫

長期保存

過去の震災の古文書と東
日本大震災の津波映像を
利用し、今後起こり得る
津波被害のシミュレー
ション

提供
活用

収集
保存

• 東日本大震災に関する情報のポータル
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2. 現況 ― 検索対象の概要、利用状況、メタデータの提供

(1) 検索対象 の概要
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• 約241万件

検索対象の総件数（概数）

• デジタルコンテンツ（動画・写真・PDF）約1,300点

• 国の機関、自治体等のウェブサイト約9,100個体

収集したコンテンツ

• 16機関・団体の21のデータベース（国立国会図
書館を含む）

検索できるデータベース



収集したコンテンツ – デジタルコンテンツ

提供機関 検索可能件
数

概要 本文・コンテンツの
ネット利用

国会事故調査委員会（国会東京
電力福島原子力発電所事故調査
委員会）

122 同委員会がネット中継した動画 ネット公開

東京電力 455 同社がネットで公開した動画 ネット公開

日本建設新聞社 113 東日本激災復興新聞（2011/5/24
～2012/1/25, 2/15～3/30）

ネット公開

ジュピターテレコム（J:COM） 28 NPO団体等の活動紹介番組動画 ネット公開

国際協力NGOセンター（JANIC） 8 同センターによる活動紹介動画 ネット公開

ジャパン・プラットフォーム 2 同団体による活動紹介動画 ネット公開

東京製本倶楽部 390 活動成果作品等の画像 ネット公開（一部を
除く）

その他 173 寄贈・提供資料
・金融ジャーナル
・NHK放送文化研究所
・日本自動車連盟 (JAF)
・環境経営支援機構 等

ネット公開
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収集したコンテンツ – ウェブサイト
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• 各府省や岩手県、宮城県、福島県とその市町村
を中心に140団体について、これまでに全部で約
8,000個体を収集

国の機関、自治体等公的機関（制度収集）

• 東日本大震災に関する情報を発信している企業、
学会、ボランティア団体など約300団体について、
これまでに約1,100個体を収集

民間団体（許諾に基づく収集）



検索できるデータベース①

データベース・サービ
ス名

提供機関等 検索可能件
数（件）

概要 本文・コン
テンツの
ネット公開

1 CiNii Articles 国立情報学研究所 約19万 同研究所作成学術雑誌等
論文・記事データベースか
ら抽出

ネット公開
（一部を除く）

JAIRO 国立情報学研究所 約3万7千 大学・研究機関が発信す
る論文・記事等から抽出

ネット公開
（一部を除く）

2 J-STAGE 科学技術振興機構 約6千 同機構発信の学術雑誌等
論文・記事から関連するも
のを抽出

ネット公開
（一部を除く）

3 日本原子力研究開発機
構図書館所蔵資料デー
タベース

日本原子力研究開
発機構

約116万 同研究所所蔵資料目録
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検索できるデータベース②

データベース・サービ
ス名

提供機関等 検索可能件
数（件）

概要 本文・コン
テンツの
ネット公開

4 神戸大学震災文庫 神戸大学附属図書
館

約27万 阪神・淡路大震災関連資
料のデータベース

ネット公開
（一部を除く）

5 立教大学共生社会研究
センター

立教大学共生社会
研究センター

約2千 同センター所蔵市民団体
刊行物掲載の関係記事索
引

6 2011年東日本大震災デ
ジタルアーカイブ

ハーバード大学エド
ウィン・O・ライシャ
ワー日本研究所

約9千 同研究所がインターネット
アーカイブと協力して構築
しているデジタルアーカイ
ブ

ネット公開

7 みちのく震録伝（東北大
学）

東北大学災害科学
国際研究所

約10万 同大学研究者が撮影・収
集した画像等（総務省実
証事業）

ネット公開
（一部を除く）

8 河北新報 震災アーカイ
ブ

河北新報社 約8万 河北新報の関連記事見出
し検索（総務省実証事業）

本文は有料
公開
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検索できるデータベース③

データベース・サービ
ス名

提供機関等 検索可能件
数（件）

概要 本文・コン
テンツの
ネット公開

9 あおもりデジタルアーカ
イブシステム

あおもりデジタル
アーカイブ・コンソー
シアム

約1万2千 総務省実証事業 ネット公開
（一部を除く）

10 陸前高田震災アーカイ
ブNAVI

凸版印刷株式会社 約1万1千 総務省実証事業 ネット公開
（一部を除く）

11 東日本大震災アーカイ
ブFukushima

東日本大震災アー
カイブ福島協議会

約1万8千 総務省実証事業 ネット公開
（一部を除く）

12 NHK東日本大震災アー
カイブス

日本放送協会 約900 NHKの関連公開動画を中
心としたデジタルアーカイ
ブ

ネット公開

13 3.11忘れない ～FNN東
日本大震災アーカイブ
～

フジテレビジョン 約70 フジテレビ及び系列局に
よる関連公開動画

ネット公開

14 東日本大震災 写真保
存プロジェクト

Yahoo! JAPAN 約4万3千 一般からの投稿による写
真アーカイブ

ネット公開

15 Google「未来へのキオ
ク」

グーグル株式会社 約1万6千 一般投稿による写真、動
画、ブログ等のアーカイブ

ネット公開
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検索できるデータベース（国立国会図書館）

データベース・サービス名 提供機関等 検索可能
件数（件）

概要 本文・コンテンツ
のネット公開

16 国立国会図書館蔵書 国立国会図書
館

約9万5千 当館所蔵資料目録

国立国会図書館雑誌記事索
引

国立国会図書
館

約23万 当館作成雑誌記事・論文
データベース

カレントアウェアネス・ポータ
ル

国立国会図書
館

約800 図書館関連ニュース、動
向紹介

ネット公開

国立国会図書館デジタル化
資料

国立国会図書
館

約10万 当館所蔵資料をデジタル
化したもの

一部ネット公開

国立国会図書館インターネッ
ト資料

国立国会図書
館

約1万1千 当館収集ウェブサイト 一部ネット公開
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※いずれも、震災関連のデータをキーワード等で抽出して登録。



(2) 利用状況

アクセス数（ページビュー）
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3月 4月 5月 6月

月総数 618,628 247,205 204,307 202,580

平均（日） 24,745 8,240 6,591 6,753

（単位:件）



(3) 東日本大震災アーカイブのメタデータの提供
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• 提供プロトコル

• OAI-PMH, Open Search, SRU

• 利用可能なメタデータ

• 国立国会図書館作成メタデータ 約45万件

• 日本原子力研究開発機構図書館蔵書 約116万件

外部提供インタフェース（API）による提供

• 当館が収集した国の機関や自治体のウェブサイトのメタデータを
提供（約6,000個体が検索・閲覧可能）

ハーバード大学ライシャワー日本研究所「2011年東日本大
震災デジタルアーカイブ」への提供



3. 想定する利活用例

(1) 自治体：情報発信の検証、広報計画の検討

岩手県久慈市の2011年3月15日のHP

宮城県南三陸町の2011年3月29日のHP
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(2) 地域コミュニティ：東日本大震災に関する調査報告書を調
べ、地域の防災計画等を作成

文部科学省「東日本大震災を受けた避難経路等の緊
急点検について（依頼）」の「学校の地震・津波対
策チェックリスト（例）」

国土交通省「津波避難を想定した避
難路、避難施設の配置及び避難誘導
について」
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(3) 学校：写真、動画、報告書等を使って、防災教育に活用

NHK東日本大震災アーカイブスに登録されてい
る、避難誘導を行った消防団長インタビュー 宮城県教育委員会「東日本大震災に係

る教育関連記録集市町村立小中学校
等の記録」
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これまでの単なる「情報検索」から、事実としての「知識検索」へ進化させ、知識の再利
用による新たな知識の創造に寄与することを目指す。

増え続けるテキスト、データ、コンテ
ンツ（国の諸機関の各種資料、統計
データ、大学・研究機関の研究成果・
研究データ、全国の電子図書館、デジ
タルアーカイブのコンテンツなど）

様々な形態の知識・情報を組
織化し、関連する知識・情報
がうまくつながって取り出せ
る仕組み(知識インフラ）の整
備

新しい知識の創造へ
の寄与

東日本大震災アーカイブにおける技術開発

情報の可視化
技術

情報の収集の
効率化技術

情報の組織化
技術

情報の集合知
化技術

情報検索技術
閲覧・表示技

術

全
文
テ
キ
ス
ト

化
技
術

テ
キ
ス
ト
の
構

造
化
技
術

分
散
収
集
技
術

分
散
横
断
検
索

技
術

デ
ー
タ
マ
イ
ニ

ン
グ
技
術

メ
タ
デ
ー
タ
自

動
付
与
技
術

情
報
と
情
報
の

関
連
付
け

意
味
情
報
に
よ

る
ク
ラ
ス
タ
リ

ン
グ

事
実
・
知
識
検

索

感
性
検
索

位
置
情
報
技
術

デ
バ
イ
ス
に
合

わ
せ
た
最
適
出

力
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テストベッド（NDLラボ）
実験環境・コンテンツの提供

研
究
開
発
機
関

研究開発成果の適用

国としての知識の利活
用の促進を目指した

「知識インフラ」の構
築と提供の一翼を担う

研究開発における連携

(4) 研究機関・大学等：

国立国
会図書
館



東日本大震災の記録を

後世に永続的に

復興に資す
る情報

学術研究等に
資する情報

大震災の
記録

様々な
機関での
利活用

情報保有
個別機関

立法機関
行政機関
司法機関

学術・研究
機関

放送・新聞
各自治体

公共図書館

分担・連携・
協力機関

ＮＤＬ
学術機関

学会

MLA
連携機関

大震災関
連アーカ
イブ機関

大学

国会・行政

一般市民

海外

研究機関・
企業

ファクト
データ

写真・動画刊行物
記録文書

アクセスアクセス

資料・記録の分担収集、大震災関連資料デジタル化

長期保存（分散保存・ディザスタリカバリ）

組織化（メタデータ付与、タグ付け）

東日本大震災アーカイブ

新たな知識の創造

各府省

内容解析、知識抽出
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ウェブサイト

今後の防災・
減災に資する

情報

個人

国全体で、大震災
の記録を後世に

情報の集約

個別に保有

一元的アクセス

情報を知識として
活用できるように

東日本大震災アーカイブが目指す姿



18

4. 課題：とにかくコンテンツを残す

• 大震災アーカイブの対象となる記録の棚卸し

（残すべき記録の把握及び当該記録の収集・保存を担当する機関の整理）

• 散逸する前に記録を収集・保存、及び記録の所在情報の把握

収集の拡大に向けて⇒各府省等への協力要請、被災地での収集・保存の支援

• 膨大な記録へのメタデータ付与、タグ付け（画像、ファクトデータにも）

• 意味内容の分析、及び記録と記録の関連付け

• 公開や二次利用のための著作権等の制度面の整備

利活用の促進に向けて⇒JST・NII・NICT・AIST等の研究開発成果の技術移転

• 東日本大震災アーカイブの利活用拡大による新たな記録の発見

• 関係機関それぞれの特性を活かした国全体としての記録収集への取組み

• そして、さらなる利活用へ

利活用と収集とをつなげる取組み⇒各アーカイブ機関への一元的なアクセス
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