
●
本
物
体
験
を
通
し
て
感
じ
る

―
―
―「
博
学
連
携
だ
よ
り
」二
十
号
と
い

う
節
目
で
、こ
れ
か
ら
の
博
学
の
展
望
に
つい

て
お
二
方
か
ら
お
話
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

木
本　

施
設
に
行
っ
た
り
、学
校
に
来
て
い

た
だ
い
て
火
起
こ
し
体
験
や
勾
玉
を
磨
い
た

り
な
ど「
本
物
に
触
れ
る
学
び
」に
代
わ
る

も
の
は
な
い
。匂
い
、触
感
、重
さ
な
ど
は
Ｉ
Ｃ

Ｔ
で
は
味
わ
え
な
い
。子
ど
も
に
と
っ
て
、成

長
す
る
上
で
と
て
も
大
事
。私
は
、泥
団
子

を
作
っ
て
校
長
室
の
前
に
置
い
て
い
る
が
、興

味
を
も
っ
た
子
に
田
ん
ぼ
土
を
渡
す
と
ぴ
か

ぴ
か
の
を
作
って
く
る
。子
ど
も
た
ち
は「
本

物
体
験
」が
大
好
き
で
す
。

木
谷　
や
ま
び
こ
館
が
二
十
年
前
開
館
し

た
と
き
は
収
蔵
品
が
な
い
博
物
館
だ
っ
た
。

展
示
は
す
べ
て
当
時
流
行
し
て
い
た
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
展
示
。こ
の
度
の
リ
ニュ
ー
ア
ル
に
あ

た
っ
て
ど
う
い
う
博
物
館
に
す
る
の
か
を
話

し
合
い
、物
も
集
ま
っ
て
き
た
の
で「
モ
ノ
が

語
る
、人
が
語
る
博
物
館
」を
目
指
そ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
、学
習
ス
ペ
ー
ス
に
は
職
員
が
常
に
い
て
説

明
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
方
針
転
換
し
た
。

●
ギ
ガ
ス
ク
ー
ル
構
想
で
学
校
は
激
変

木
本　
学
校
で
は
ギ
ガ
ス
ク
ー
ル
構
想
が
全

国
で
進
め
ら
れ
て
い
て
、コ
ロ
ナ
禍
で
前
倒
し

に
な
り
こ
の
四
月
か
ら
始
ま
る
。子
ど
も
た

ち
が
全
員
一
人
一
台
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
も
ち
、教

室
で
調
べ
た
い
と
思
っ
た
ら
図
書
室
に
行
く

の
で
は
な
く
、す
ぐ
そ
の
場
で
調
べ
る
。学
校

は
劇
的
に
変
わ
る
。映
像
な
ら
タ
ブ
レッ
ト
で

見
ら
れ
る
か
ら
博
物
館
で
見
ら
れ
る
と
いっ

て
も
魅
力
が
な
い
。行
っ
た
ら
触
れ
る
、作
れ

る
、生
の
話
が
聞
け
る
、質
問
に
答
え
て
く
れ

る
と
し
た
ら
す
ご
く
魅
力
的
。「
モ
ノ
が
語

る
、人
が
語
る
」は
ぴっ
た
り
で
す
ね
。

木
谷　
大
切
な
こ
と
を
お
聞
き
し
た
。学
校

が
そ
れ
だ
け
変
わ
る
な
ら
ば
、博
物
館
も
ギ

ガ
ス
ク
ー
ル
に
対
応
し
な
け
れ
ば
。

木
本　

文
化
財
団
の
Ｈ
Ｐ
は
イ
ベ
ン
ト
案

内
、展
示
案
内
で
、子
ど
も
が
見
て
も
面
白

く
な
い
。例
え
ば
調
べ
学
習
で
メ
ー
カ
ー
名
を

打
ち
込
む
と
自
動
車
に
つ
い
て
学
習
す
る

コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。ク
イ
ズ
形
式
で
子
ど
も

向
け
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
れ
ば
子
ど
も
は
見

る
。興
味
を
も
っ
た
子
は
実
際
に
行
って
調
べ

る
と
思
う
。博
物
館
は
ギ
ガ
ス
ク
ー
ル
に
耐

え
ら
れ
る
子
ど
も
向
け
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
充

実
さ
せ
る
の
が
今
の
時
代
に
合
っ
て
い
る
。タ

ブ
レ
ッ
ト
を
使
う
学
習
場
面
が
多
く
な
る
一

方
で
、そ
れ
だ
け
が
人
間
に
と
って
必
要
な
こ

と
で
は
な
い
。実
際
に
ノ
ー
ト
に
書
く
力
も
い

る
。そ
れ
が
本
物
で
す
よ
ね
。タ
ブ
レ
ッ
ト
か

ら
入
っ
た
幼
児
が
絵
本
の
め
く
り
方
を
知
ら

な
い
で
本
を
指
で
こ
す
る
ん
だ
け
ど
動
か
な

い
の
で
面
白
く
な
い
と
言
う
。恐
ろ
し
い
こ
と

だ
が
親
が
最
初
に
与
え
る
も
の
を
間
違
え

た
。学
校
で
も
一年
生
か
ら
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
渡

す
よ
う
に
な
る
か
ら
使
い
方
の
注
意
点
を

教
え
る
必
要
が
あ
る
。博
物
館
は
そ
れ
に

対
応
し
た
発
想
を
広
げ
て
も
ら
う
と
い
い

と
思
う
。

木
谷　
具
体
的
に
ど
う
し
て
い
く
か
、学
習

コ
ー
ナ
ー
に
何
を
用
意
し
て
い
く
か
。学
芸

員
は
主
に
調
査
研
究
、収
集
保
存
を
日
常
的

な
職
務
と
し
て
や
っ
て
い
て
、子
ど
も
た
ち
の

教
育
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、先
生
た
ち
の
知

恵
を
お
借
り
し
な
が
ら
や
って
い
き
た
い
。

木
本　
子
ど
も
が
自
分
の
手
で
勝
ち
取
っ
た

も
の
に
代
わ
る
も
の
は
な
い
の
で
、大
人
は

じ
っ
と
待
って
子
ど
も
が
困
っ
た
と
き
に
助
け

る
の
が
い
い
が
、学
校
も
時
間
の
制
約
が
あ
っ

て
な
か
な
か
で
き
な
い
。

●
博
物
館
に
行
け
ば
、触
れ
る
、聞
け
る

木
本　

県
立
博
物
館
の
出
前
授
業
で
美
術

品
を
も
っ
て
こ
ら
れ
こ
と
が
あ
る
が
、触
っ
て

は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
る
の
と
触
っ
て
い
い
よ

と
言
わ
れ
る
の
と
で
は
子
ど
も
た
ち
の
興
味

関
心
が
全
然
違
う
。触
る
こ
と
で
、こ
ん
な
ふ

う
に
作
っ
て
あ
る
ん
だ
、か
っ
こ
い
い
、重
い
な

あ
な
ど
と
反
応
が
出
て
く
る
。子
ど
も
の
要

求
に
ぴっ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

木
谷　
収
蔵
品
は
全
部
が
触
って
は
い
け
な

い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、二
〇
〇
年
前
の
人
た

ち
が
読
ん
で
い
た
の
は
こ
ん
な
の
だ
よ
と
江

戸
時
代
の
和
本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
って
み
せ
る

と
か
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

木
本　

学
芸
員
さ
ん
は
す
ご
い
と
思
う
。バ

ラ
バ
ラ
の
土
器
を
く
っつ
け
る
な
ど
何
故
で
き

る
の
か
。は
や
ぶ
さ
の
塵
と
同
じ
で
、そ
れ
が

何
に
つ
な
が
る
の
か
目
的
が
解
っ
て
い
る
。専

門
性
を
持
って
い
る
か
ら
で
す
ね
。こ
れ
を
子

ど
も
に
理
解
さ
せ
る
の
は
難
し
い
が
、子
ど

も
を
た
だ
の
物
知
り
に
す
る
の
が
博
学
連
携

の
目
的
で
は
な
い
。た
だ
の
物
知
り
な
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
で
き
る
。そ
の
も
の
の
も
つ
意

味
が
解
る
と
か
、そ
の
も
の
に
思
い
を
は
せ
る

と
か
、き
っ
か
け
づ
く
り
が
大
事
。

●
人
が
語
る
〜
キ
ャ
リ
ア
教
育

木
本　
地
味
な
仕
事
だ
け
ど
、そ
れ
が
大
事

だ
と
い
う
こ
と
が
博
物
館
に
行
く
と
解
る
。

そ
う
い
う
の
が
本
当
の
深
い
連
携
じ
ゃ
な
い

か
な
。学
芸
員
さ
ん
に
は
、な
ん
で
こ
ん
な
仕

事
を
し
て
い
る
か
、そ
の
思
い
を
遠
慮
な
く

話
し
て
も
ら
い
た
い
。子
ど
も
た
ち
に
将
来

な
り
た
い
こ
と
を
聞
い
た
ら
、今
み
ん
な
ユ
ー

チ
ュ
ー
バ
ー
。楽
し
て
稼
げ
て
、そ
れ
が
楽
し

い
と
思
って
い
る
。だ
け
ど
学
芸
員
の
仕
事
に

も
楽
し
み
が
あ
る
で
し
ょ
。わ
れ
わ
れ
も
そ

う
で
す
。学
校
の
教
員
は
今
人
気
の
な
い
仕

事
で
す
。で
も
若
い
先
生
に
こ
の
仕
事
に
つい

た
こ
と
を
後
悔
し
て
ほ
し
く
な
い
。そ
う
い

う
気
持
ち
で
学
校
を
経
営
し
て
い
る
。楽
し

い
な
あ
と
い
う
の
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

博
学
連
携
も
こ
ん
な
仕
事
が
あ
る
と
い
う

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
側
面
が
あ
る
と
思
う
。そ

う
い
う
の
も
お
互
い
が
理
解
を
深
め
裾
野
を

広
げ
る
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

木
谷　

学
芸
員
が
出
前
授
業
に
行
っ
て
も

先
生
方
や
子
ど
も
た
ち
と
話
す
時
間
が
な

か
な
か
持
て
な
い
で
い
る
。

●
出
前
授
業
は
お
ま
か
せ
で
　

木
本　

学
校
は
外
に
出
か
け
る
こ
と
が
非

常
に
難
し
い
の
で
、出
前
授
業
に
来
て
い
た
だ

け
る
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
。お
任
せ
に

さ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
非
常
に
助
か
る
。打
ち

合
わ
せ
に
時
間
が
か
か
る
と
な
る
と
敷
居
が

高
く
な
っ
て
し
ま
う
。働
き
方
改
革
で
先
生

方
の
時
間
の
や
り
く
り
は
た
いへ
ん
厳
し
い
。

両
方
の
関
係
性
が
深
く
な
っ
て
く
れ
ば
、あ

あ
い
い
で
す
よ
と
な
る
。教
員
は
視
点
を
も
っ

て
授
業
の
後
づ
け
を
す
る
。そ
の
時
間
だ
け

で
完
結
し
よ
う
と
す
る
と
学
芸
員
さ
ん
に

と
っ
て
も
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
る
。限
ら
れ
た

時
間
で
や
り
方
に
つ
い
て
は
割
り
切
る
必
要

が
あ
る
。

木
谷　

万
葉
歴
史
館
で
は
万
葉
集
朗
唱
の

会
に
近
く
の
学
校
の
子
ど
も
は
参
加
し
て
い

る
が
、遠
く
の
学
校
な
ら
万
葉
の
衣
装
を
も
っ

て
行
って
体
験
学
習
な
ど
も
で
き
ま
す
ね
。

木
本　

体
験
で
き
る
ほ
う
が
面
白
い
。能
の

学
習
で
は
、扇
子
を
も
って
面
を
つ
け
て
子
ど

も
が
す
り
足
で
歩
く
体
験
を
す
る
。同
じ
面

だ
け
ど
下
を
向
く
と
悲
し
そ
う
に
な
る
と

か
表
情
の
変
化
も
教
え
て
も
ら
う
。そ
ん
な

学
習
だ
っ
た
ら
、子
ど
も
は
い
く
ら
で
も
く
い

つい
て
き
ま
す
。

―
―
―
本
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
本　
そ
う
で
す
ね
。そ
れ
を
ビ
デ
オ
で
見

る
の
で
は
、面
白
く
な
い
。

木
谷　

我
々
の
も
う
一つ
の
使
命
は
郷
土
愛

の
醸
成
、子
ど
も
た
ち
に
地
域
を
好
き
に

な
っ
て
も
ら
う
こ
と
。そ
の
た
め
に
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
を
作
っ
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
、具
体
的

な
活
動
を
進
め
て
い
け
た
ら
と
思
う
。

木
本　
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
か
と

聞
い
た
ら
、こ
ん
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
じ
ゃ
Ｂ
で
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
て
も
あ
り
が
た
い
。

―
―
―
人
を
育
て
る
と
い
う
感
覚
を
も
ち
、

地
域
や
学
校
に
開
か
れ
た
施
設
に
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
す
ね
。

木
谷　
参
考
に
な
る
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。い
か
に
提
案
し
て
い
け
る
か
。

こ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
情
報
交
換
も
含
め

て
連
携
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
司
会・金
指
真
澄
／
博
学
連
携
プ
ロ
ジ
ェク

ト
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）

　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日
、鳥
取
市
因
幡

万
葉
歴
史
館
に
て
収
録
。対
談
は
約
二
時
間
に

及
び
、ワ
ク
ワ
ク
す
る
実
践
の
お
話
で
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。本
稿
は
そ
の
抜
粋
で
あ
る
こ
と
を

お
断
り
し
ま
す
。  （
編
集
担
当
）
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（公財）鳥取市文化財団
博学連携推進プロジェクト

事務局・問い合せ先
鳥取市文化財団事務局
鳥取市因幡万葉歴史館

さ
わ

今
、博
学
連
携
に
求
め
ら
れ
る
も
の

 
　
　
〜
現
状
の
共
有
と
連
携
の
深
化
に
つ
い
て
〜

対談鳥
取
市
文
化
財
団
は
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
学
び
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
大
き

な
柱
と
し
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
博
物
館
と
学
校
が
ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
い
け
ば
よ
い
か

を
テ
ー
マ
に
、修
立
小
学
校
木
本
校
長
と
木
谷
理
事
長
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

木本 泰朗（きもと たいろう）
鳥取市立修立小学校校長、鳥取市
小学校長会会長
鳥取市立小学校教諭、鳥取県教育
委員会、鳥取市教育委員会指導主
事、鳥取市立小学校校長等を歴
任。子どもたちにワクワクする体験
をさせ、教員自身がワクワクする実
践を長年にわたって行っている。

木谷 清人（きたに きよひと）
鳥取市文化財団理事長、鳥取民藝
美術館常務理事、前鳥取市歴史博
物館館長、一級建築士。鳥取の民
芸を調査研究、吉田璋也を掘り起
し次世代に民芸の価値を伝えてい
る。学術だけでなく、文化財の保護
活用、ものづくり、まちづくりなどの
実践にも力を入れている。

常設展示室がリニューアルしました！
鳥取市歴史博物館「やまびこ館」

○
先
史（
縄
文・弥
生・古
墳
時
代
）

　
　

縄
文
時
代
〜
古
墳
時
代
ま
で
の
鳥
取

の
出
土
遺
物
と
遺
跡
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。栗
谷
遺
跡
出
土
遺
物

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

を
は
じ
め
貴
重
な
考
古

遺
物
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

○
古
代（
奈
良・平
安
時
代
）

　
　

奈
良・平
安
時
代
の
因
幡
国
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、平
安
時
代

の
因
幡
国
司・平
時
範
の
仕
事
を
紹
介
す

る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
が
視
聴
で
き
ま
す
。

○
中
世（
鎌
倉・室
町・戦
国
時
代・織
豊
期
）

　
　

鎌
倉
〜
織
豊
期
ま
で
の
因
幡
の
歴
史

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。や
ま
び
こ
館
が
所

蔵
す
る
、近
年
鳥
取
県
指
定
保
護
文
化

財
に
仲
間
入
り
し
た
室
町・戦
国
時
代
の

資
料
の
他
、天
正
九
年
鳥
取
城
攻
め
で
の

「
飢
え
殺
し（
か
つ
え
ご
ろ
し
）」と
称
さ

れ
る
羽
柴
秀
吉
の
包
囲
網
を
検
証
し
た

模
型
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

○
近
世（
江
戸
時
代
）

　
　

鳥
取
城
主
池
田
家
、城
下
町
と
農
村
、

職
人
や
町
人
の
文
化
な
ど
江
戸
時
代
の

鳥
取
に
つい
て
幅
広
く
展
示
し
て
い
ま
す
。  

城
下
町
の
生
活
や

ま
ち
の
移
り
変

わ
り
を
模
型
と

映
像
で
紹
介
す

る
鳥
取
城
コ
ー

ナ
ー
は
必
見
！

○
近
代・現
代（
明
治
時
代
〜
）

　
　

幕
末
以
降
の
歴
史
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
ま
す
。鳥
取
県
再

置
や
近
代
戦
争
な
ど
、戦
前
の

歴
史
、そ
し
て
戦
後
の
人
々
の

暮
ら
し
な
ど
を

様
々
な
資
料
と

共
に
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　
「
ま
な
び
の
ひ
ろ
ば
」で
は
、自
分

で
知
り
た
い
こ
と
を
自
由
に
調
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
！

　

や
ま
び
こ
館
の
資
料
や
古
写
真
の

検
索
は
も
ち
ろ
ん
、や
ま
び
こ
館
が

作
成
し
た
映
像
を
視
聴
で
き
る
映

像
ア
ー
カ
イ
ブ
コ
ー
ナ
ー
、双
六
や
土

器
パ
ズ
ル
な
ど
で
ま
な
べ
る
キ
ッ
ズ

コ
ー
ナ
ー
、そ
し
て
、常
設
展
示
室
で

は
展
示
で
き
な
か
っ
た
や
ま
び
こ
館

の
イ
チ
オ
シ
資
料
を
不
定
期
に
更
新

す
る
展
示
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。

　

キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
や

ア
ー
カ
イ
ブ
、参
考
図

書
な
ど
を
通
じ
て
、

調
べ
て
！
見
て
！
聞
い
て
！
触
っ
て
！

自
由
に
色
々
と
体
験
し
て
楽
し
み
な

が
ら
学
ん
で
下
さ
い
！

　

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
、イ
ベン
ト

参
加
で
も
一人
で
の
利
用
も
。「
ま
な

び
の
ひ
ろ
ば
」は
無
料
で
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
お
越
し

下
さ
い
！

歴
史
が
織
り
な
す
鳥
取
の
あ
ゆ
み

〒680-0831 鳥取市栄町655　TEL.0857-23-2410　FAX.0857-23-2420
HP http://www.tbz.or.jp/　E-mail info-center@tbz.or.jp

国指定重要文化財 仁風閣・宝扇庵
〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-121
TEL.0857-26-3595　FAX.0857-22-4699

鳥取市埋蔵文化財センター
〒680-0007 鳥取県鳥取市湯所町1丁目148-2
TEL.0857-22-0366　FAX.0857-21-6096

◎開館時間：9時～17時　◎休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日（鳥取市あおや和紙工房、髙砂屋のぞく）、年末年始12/29～1/3  ただし、鳥取市埋蔵文化財センターは除く

鳥取市因幡万葉歴史館
〒680-0146 鳥取県鳥取市国府町町屋726
TEL.0857-26-1780　FAX.0857-26-1781

人が語るモノが語る

鳥取市歴史博物館 やまびこ館
〒680-0015 鳥取県鳥取市上町88
TEL.0857-23-2140　FAX.0857-23-2149

鳥取市あおや郷土館
〒689-0501 鳥取県鳥取市青谷町青谷2990-4
TEL・FAX.0857-85-2351

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館
〒689-0501 鳥取県鳥取市青谷町青谷4064
TEL.0857-85-0841　FAX.0857-85-0844

鳥取市あおや和紙工房
〒689-0514 鳥取県鳥取市青谷町山根313
TEL.0857-86-6060　FAX.0857-86-6061

城下町とっとり交流館 髙砂屋
〒680-0046 鳥取県鳥取市元大工町1
TEL.0857-29-9024　FAX.0857-29-9039

　

お
よ
そ
三
年
の
準
備
期
間
を
経
て
、や
ま
び
こ
館
地
下
常
設
展
示
室
が一新
し
ま
し
た
！

　

新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
は「
モ
ノ
が
語
る
、人
が
語
る
博
物
館
」。み
な
さ
ん
に
鳥
取
の
あ
ゆ
み

を
紹
介
す
る
展
示
室
は
、二
つ
の
ゾ
ー
ン
か
ら
な
る
二
本
立
て
に
な
り
ま
し
た
！

　

展
示
ゾ
ー
ン
で
は
縄
文
時
代
か
ら
平
成
ま
で
の
鳥
取
全
域
の
歴
史
の
エッ
セ
ン
ス
を
実
物

資
料
と一緒
に
紹
介
し
て
い
ま
す
！
そ
し
て
、も
う
一つ
の
ゾ
ー
ン
が「
ま
な
び
の
ひ
ろ
ば
」で
す
。

講
演
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
、ミ
ニ
展
示
な
ど
の
イ
ベン
ト
会
場
と
な
る
他
、ご
来
館
の
み
な
さ
ん

に
自
由
に
学
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
の
で
き
る
場
所
を
つ
く
り
ま
し
た
！

展
示
内
容
を
ち
ょっ
と
だ
け
紹
介
！

ゾーン

�

活
用
方
法
を
ち
ょっ
と
だ
け
紹
介
！

ゾーン

�

天正9年の鳥取城攻めの羽柴秀吉の包囲網を体感できる模型 栗谷遺跡出土遺物
（深鉢、国指定重要文化財）

水害時避難用の舟

スタッフに気軽に
質問して下さい！

相談コーナー

　展示内容などの質問
やご確認、博物館見学の
ご相談も随時受け付け
ております。お気軽にお
電話下さい。

お気軽に
ご相談下さい！

NEW！

TEL0857-23-2140
〈お問い合わせ先〉

昭和30年代に使用
されたコンクリート
製ゴミ箱

学芸員 石井 伸宏

○
災
害
コ
ー
ナ
ー

　
　

昭
和
十
八
年
の
鳥
取

大
地
震
、昭
和
二
十
七
年

の
鳥
取
大
火
を
中
心
に
、

近
世
以
降
の
鳥
取
の
災

害
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い

ま
す
。鳥
取
大
地
震
と

鳥
取
大
火
を
紹
す
る
映

像
も
視
聴
で
き
ま
す
。

鳥取城紹介パネル

梵鐘（国指定重要文化財）
本願寺蔵（鳥取市歴史博
物館寄託）

ぼんしょう



鳥取市文化財団各施設

見学プログラム
鳥取市歴史博物館
やまびこ館
1

場所
時間
内容

場所
時間
内容

場所
時間
内容

場所
時間
内容

場所
時間
内容

鳥取のお殿さま
鳥取市歴史博物館
30分～1時間
中世～近世の鳥取のお殿さまについて解説します。江戸時代の
鳥取藩の成り立ちや藩主池田家について解説します。また、池田
家だけでなく、室町時代の守護大名・山名氏や、天正9年鳥取城攻
めの後に因幡に入った、豊臣秀吉の時代の大名・宮部継潤、亀井
茲矩など、因幡地域各地の「お殿さま」について対応可能です。

●鋳造体験·············800円
●土笛づくり···········300円
●ミ二土器づくり···300円
●麻ひも
　コースターづくり···300円
●かごづくり···········300円
●組紐づくり···········100円
●滑石勾玉づくり···400円

2

鳥取東照宮（随神門）

鳴り砂の展示

企画展示に使われる西蔵

ミニ土器・麻ひもコースター

鳥取大地震後の智頭街道 展示室「青谷上寺地の衣・食・住」

夏泊神社

国指定重要文化財  仁風閣

万葉と神話の庭

戦国時代の鳥取

鳥取市因幡万葉歴史館
9 万葉と神話の庭で
万葉集をみつけよう！

12

3 鳥取城と鳥取城下町～池田家と江戸時代の鳥取～

4 昔のくらしと道具
鳥取市歴史博物館
30分～1時間
江戸時代から近代、そして現代にいたる昔の生活についてご案
内します。江戸時代の生活については江戸時代終わり頃の千代
川流域の農村を描いたアニメーション「太郎一家の農村生活」を
ご覧いただいて学習していただけます。それ以降の時代につい
てはご要望に応じて昔の生活資料を使ったプログラムを、ご相談
に応じて対応いたします。

5 鳥取と災害

場所
時間
内容

場所
時間
内容

場所
時間
内容

鳥取市あおや郷土館　青谷海岸・夏泊神社・夏泊
1時間～2時間（移動時間を含む）
鳥取市あおや郷土館で鳴リ砂のしくみや、夏泊の海女漁につい
て学びます。その後、現地にでかけます。天候がよければ青谷海岸
を歩いて鳴り砂の音を聞いて
みましょう。夏泊神社では青谷
出身の江戸時代の石工・川六
（かわろく）が作った狛犬や鳥居
を見学できます。また近くには
獅子岩などの奇岩も見ることが
できます。青谷のさまざまな自
然や歴史にふれてみませんか。

6
鳥取市歴史博物館・樗谿公園・鳥取東照宮（現地解説）
45分～（45分以下の場合、東照宮・公園のどちらかになります）
やまびこ館に隣接する樗谿公園と鳥取東照宮をご案内しま
す。樗谿公園には袋川で使われていた屋形船や、鳥取市の梅の
標準木があります。また歴史的には、樗谿公園は寺院や神社の
境内地だった時代もあります。現地を歩きながらご案内します。

7 クイズ・オリエンテーリング（解説付き）
鳥取市歴史博物館内（自由見学＋解説）
45分～1時間（例：30分自由見学、15分解説）
児童のみなさんには、やまびこ館の常設展示室（特別展示室）に
関するクイズに答えながら、展示を自由に見学してもらいます。
見学終了後、問題の答えあわせをしながら、解説していきます。

場所
時間
内容

8 鳥取が経験した戦争
鳥取市歴史博物館
30分～１時間 
鳥取県東部は大規模な空襲被害はありませんでしたが、市民及
び県民は戦争の犠牲となり、食料や物資も不足するなど制限さ
れた生活を過ごしました。また、鳥取県東部には鳥取市岩倉周辺
に「歩兵第四十連隊」などの歩兵連隊があり、鳥取の誇る観光地
「鳥取砂丘」はその兵士たちが訓練を行なった場所でした。そし
て、兵士たちは戦地に出征、過酷な戦場で多くの尊い命が犠牲と
なりました。これら戦時中の鳥取及び軍隊と戦争について、当時
の写真や記録資料をもとに紹介していきます。

鳥取市因幡万葉歴史館（万葉と神話の庭）
３０分～１時間
万葉集ってなんだろう？むかしの人はどうやって歌を詠んだの？
そんな素朴な疑問の答えを、万葉集に歌われた万葉植物の庭
園で万葉集の歌探しをしながら見つけます。和歌とともに、古代
の人が歌った木々や花々への思いを体感できます。

鳥取市因幡万葉歴史館展示室

10 国府の歴史・文化をさぐる
場所 時間
内容

鳥取市因幡万葉歴史館　　　　　　１時間程度
因幡国府で花ひらいた古代の文化や貴重な遺跡、麒麟獅子舞
や因幡の傘踊りなど民俗文化の解説をします。

山陰海岸ジオパーク 鳴り砂の浜と夏泊
なつどまり

樗谿公園と鳥取東照宮
おうちだに

体験、体感、弥生人！13
鳥取市青谷上寺地遺跡展示館

紙すき体験

体験による
オリジナル和紙

●A3    1枚 ……………… 500円（20名以上400円）
●A4    1校 ……………… 400円（20名以上320円）
●ハガキ1枚 ……………… 300円（20名以上240円）
●A3 スタンドランプづくり…2,000円（20名以上1,900円）
●A4 ミニランプ（3色）………800円（20名以上720円）
　　　　　　　  （7色）……1,000円（20名以上920円）

和紙の里でつくる、
世界にひとつだけの和紙

14

鳥取市あおや
和紙工房

場所 時間
内容

鳥取市あおや和紙工房　　　　　　1時間～1時間30分
伝統工芸品である因州和紙について技術、歴史などを学ぶこ
とができます。さらに、自分でデザインした手すき和紙づくり
を体験することもできます。
※一度に制作体験できる人数は40名程度です。それ以上の人数であれば
交代で制作することがあるため、青谷町内の他の施設見学と合わせて
利用することをお勧めします。

①バス貸借費用を１校につき上限50,000円、２台以上の場合および２校以上合同の場合は、上限
100,000円まで補助します。上限を超過した経費については各校で負担していただきます。
②利用に際しては、財団施設の見学プログラムのうちから２つ指定して下さい。
　（青谷スペシャルは１つでも可）
③同日に財団施設以外の社会見学を行う際は、各校でスケジュール調整して下さい。
【利用の流れ】
❶鳥取市因幡万葉歴史館・博学担当（0857-26-1780）にご希望のプログラムと日時をお知らせ下さい。
❷行程が決まりましたら、所定の書式に記入してＦＡＸ（0857-26-1781）して下さい。（３週間前までに）
❸鳥取市文化財団がバスを手配してお知らせします。規定額を超えた場合は請求させていただきます。

明治時代の商家の建物16
城下町とっとり交流館 髙砂屋

城下町とっとり交流館 髙砂屋
30分～1時間
明治時代の商家の建物と蔵を
見学して、建物のつくりと当時
の鳥取の城下町の様子について
学ぶことができます。

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館
見学30分～・体験30分～
青谷上寺地遺跡から出土した貴重な
品々を見学して、弥生時代について学
びます。ものづくり体験も可能です。
※体験参加人数によっては、受け入れ時期、体験場所の調整が必要になります。
お早目にご相談下さい。
※土笛づくり・ミニ土器づくりは乾燥に数日かかります。

★学芸員、スタッフ、ボランティアガイドがご案内します。
★学校利用の場合、引率者を含め入館料は無料です。
★見学プログラムを希望される場合は、必ず事前に各施設にご連絡下さい。
★実施時期によっては、ご希望にそえないこともありますので予めご了承下さい。
★①～⑯以外のテーマについても可能な限り対応させていただきます。
　各施設にお尋ね下さい。

青谷スペシャル
15 青谷のジオサイトをめぐろう
場所

時間

内容

鳥取市あおや郷土館　鳥取市青谷上寺地遺跡展示館
鳥取市あおや和紙工房
2時間～2時間30分（各施設30分～45分、青谷町内での移動時間含む）
※市街地からの移動時間　片道約25分（鳥取西IC～青谷IC）
青谷町内の3施設をめぐります
★鳥取市あおや郷土館
鳴り砂や海女の生業などのほか、ジオパークについて学びます。

★鳥取市青谷上寺地遺跡展示館
弥生時代の生活や弥生人について
学びます。
★鳥取市あおや和紙工房
鳥取県を代表する産業である、因
州和紙の里で、和紙について学び
ます。紙すき体験もできます。

仁風閣

場所

時間
内容

仁風閣
史跡鳥取藩主
池田家墓所
1時間～3時間
国重要文化財である仁風閣はいつ、なぜ建てられたのか、その歴
史をひもとくと、現代の鳥取の町の歴史につながっていきます。
近代鳥取の動乱をみつめた仁風閣から、地域の歩みをふりかえ
ります。
※歴代藩主の眠る史跡池田家墓所への見学も可能です。

におまかせ！
財団施設までの移動手段として、バスを借り上げて学校に貸し出します。
バス利用を支援します～博物館★MUSEUMをめぐる事業～

鳥取市歴史博物館
江戸時代を中心に、鳥取藩主の居城・鳥取城と鳥取藩を支えた城
下町のなりたち、そして鳥取の中心市街地のあゆみなどについ
て、常設展示の映像をご覧いただける他、鳥取城主・池田家につ
いての解説など、近世の鳥取城、鳥取城下町に関わる内容につい
て広く対応いたします。

場所 時間
内容

30分～1時間程度

鳥取市歴史博物館
鳥取で起こった災害、地震、
火事について、鳥取大地震
（1943）、鳥取大火（1952）
を中心にご案内します。被
害状況を写した古写真や映
像などをご覧いただき、災
害から見た、江戸時代～現
代までの鳥取のあゆみにつ
いてもご案内いたします。

場所 時間
内容

30分～1時間

鳥取市歴史博物館
天正9（1581）年の鳥取城攻め（羽柴秀吉（織田方）と吉川経家
（毛利方）による鳥取城で戦い）の他、江戸時代以前の因幡（鳥取
県東部地域）の歴史についてご案内します。アニメーション「鳥取
城をめぐる世界」をご覧いただける他、それ以外の内容や時代（亀
井茲矩、山名氏などの人物について、平安時代～戦国時代の地域
の歴史）など、可能な限りご要望に応じて対応いたします。

場所 時間
内容

30分～1時間程度

鳥取市あおや郷土館

11 明治の洋館と
鳥取藩主池田家
一族の歴史


