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●
あ
お
や
和
紙
工
房

　

鳥
取
県
の
伝
統
工
芸
品
で
あ
る
因
州

和
紙
に
つ
い
て
原
料
の
収
穫
か
ら
和
紙
が

で
き
る
ま
で
の
工
程
を
、実
物
を
提
示
し

な
が
ら
詳
細
に
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、児
童
は
紙
す
き
体
験
を
行
い
、伝

承
さ
れ
る
技
術
の一
端
を
実
感
し
た
。児

童
は
、因
州
和
紙
は
、精
度
が
高
く
上
質

で
手
漉
き
独
特
の
温
か
み
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
、因
州
和
紙
は
新
し
い
可
能
性
を

秘
め
、イ
ン
テ
リ
ア
等
に
利
用
さ

れ
る
な
ど
活
用
法
も
多
様
で
魅

力
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

鳥
取
に
残
る
伝
統
工
芸
に
、児
童

は
誇
り
を
感
じ
て
い
た
。

●
あ
お
や
郷
土
館・子
守
神
社

　

山
陰
ジ
オ
パ
ー
ク
の
構
成
要
素

の一つ
で
あ
る
。先
人
が
地
形
の
変

化
を
利
用
し
て
生
活
し
、四
〇
〇

年
以
上
続
く「
夏
泊
の
海
女
」の

歴
史
は
、豊
臣
秀
吉
と
の
関
連
が

あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
を
も
っ
た
。ま

た
、つ
ぶ
が
小
さ
く
笑
っ
て
い
る
よ

う
に
鳴
る
青
谷
の「
鳴
り
砂
」は
、全
国
で

も
珍
し
く
面
白
い
と
感
じ
た
よ
う
だ
。場

所
を
移
動
し
て
見
学
し
た
子
守
神
社
で

は
、火
山
の
地
層
の
重
な
り
を
利
用
し
て

「
社
」が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、龍
の
目
の

伝
説
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

自
然
の
中
で
説
明
を
受
け
て
見
入
っ
て
い

た
。自
然
の
面
白
さ
や
そ
れ
を
守
る
必
要

感
を
感
じ
て
い
た
。理
科「
大
地
の
つ
く

り
」の
学
習
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

●
青
谷
か
み
じ
ち
史
跡
公
園

　

歴
史
学
習
を
深
め
る
た
め
、同
じ
青
谷

町
内
の
県
立
の
施
設「
青
谷
か
み
じ
ち
史

跡
公
園
」に
足
を
伸
ば
し
た
。一
〇
〇
体

を
超
え
る
弥
生
時
代
の
人
骨
、道
具
・
装

飾
品
等
が
発
見
さ
れ
、さ
ら
に
研
究
で
明

ら
か
に
な
っ
た「
青
谷
弥
生
人
」の
高
い
技

術
や
暮
ら
し
、都
会
的
な
街
な
ど
に
つ
い

て
、詳
し
く
説
明
い
た
だ
い
た
り
、鮮
や
か

な
貫
頭
衣
を
身
に
着
け
た
り
し
た
。児

童
は
、興
味
を
深
め
、次
々
と
質
問
し
、学

び
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
姫
田
恭
江
／
久
松
小
学
校
講
師
）

　

本
校
は
、毎
年
の
よ
う
に
、こ
の
博

学
連
携
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

社
会
科
見
学
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

貴
重
な
学
び
の
機
会
を
設
け
て
い
た

だ
き
、感
謝
し
て
い
ま
す
。今
年
度
も
、

や
ま
び
こ
館
と
高
砂
屋
の
見
学
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

や
ま
び
こ
館
で
は
、ま
ず
、特
別
展

示「
と
っ
と
り
の
お
宝
お
ひ
ろ
め
」の

見
学
を
し
ま
し
た
。鳥
取
県
文
化
財

課
の
杉
原
さ
ん
に
解
説
を
し
て
い
た

だ
き
、貴
重
な
資
料
の
数
々
に
児
童

か
ら
、「
昔
の
和
紙
が
き
れ
い
な
ま
ま

残
っ
て
い
て
、す
ご
い
。」な
ど
の
感
想

が
聞
か
れ
ま
し
た
。続
い
て
、鳥
取
市

の
防
災
の
歴
史
に
つ
い
て
、学
芸
員
の

横
山
さ
ん
に
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
解
説

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。児
童
が

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
、ク
イ
ズ

な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
き
、被

害
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。「
鳥
取
が
、火
事
、地
震
、

洪
水
な
ど
の
災
害
か
ら
復
興
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。」と
災
害
の
歴

史
か
ら
学
び
を
深
め
ま
し
た
。帰
り

に
は
、中
国
地
方
で
一
番
大
き
い
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
に
全
員
が
乗
り
、「
わ
あ
、す

ご
い
。や
っ
た
あ
。」な
ど
と
子
ど
も
ら

し
い一面
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

次
に
、徒
歩
で
高
砂
屋
に
向
か
い
ま

し
た
。販
売
品
の
鳥
取
の
伝
統
工
芸

品
や
東
蔵
の「
放
哉
蔵
」、家
財
蔵
の

「
万
華
鏡
展
」を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。中
で
も
、素
敵
な
日
本
庭
園
に

建
つ
蔵
の
中
で
、色
鮮
や
か
な
万
華
鏡

に
触
れ
、よ
い
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。

二
階
の
大
広
間
で
持
参
し
た
お
弁
当

を
食
べ
、す
っ
か
り
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、博
学
連

携
見
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、充

実
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

バ
ス
利
用
支
援
も
あ
り
、

今
後
も
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
取
組
で
す
。

（
澤
田
明
美
／
瑞
穂
小
学
校
教
諭
）

　

六
年
生
が
鳥
取
市
歴
史
博
物
館

「
や
ま
び
こ
館
」を
見
学
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

や
ま
び
こ
館
で
は
、ま
ず
常
設
展
を

見
学
し
、縄
文
時
代
か
ら
現
代
ま
で

の
鳥
取
の
歴
史
や
文
化
を
学
び
ま
し

た
。学
芸
員
の
方
に
解
説
を
し
て
い
た

だ
き
な
が
ら
ふ
る
さ
と
鳥
取
の
歴
史

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。特
に
豊
臣
秀

吉
に
よ
る
鳥
取
城
攻
め
に
つ
い
て
は
模

型
を
前
に
詳
し
く
解
説
し
て
い
た
だ

き
、子
ど
も
た
ち
も
当
時
の
様
子
を

思
い
浮
か
べ
な
が
ら
話
を
聞
き
、学
習

を
深
め
て
い
ま
し
た
。

　

昼
食
後
に
は
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
で
ス

ラ
イ
ド
を
見
な
が
ら
江
戸
時
代
の
鳥

取
城
下
の
様
子
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

学
芸
員
の
方
の
説
明
を
う
な
ず
い
た

り
、驚
い
た
り
し
な
が
ら
聞
き
、「
鳥

取
っ
て
昔
は
都
会
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
。」

と
か「
城
下
町
の
町
名
っ
て
名
前
の
つ

け
方
が
お
も
し
ろ
い
な
あ
。」な
ど

様
々
な
感
想
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

三
〇
分
ほ
ど
館
内
を
自
由
に
見
学

さ
せ
て
い
た
だ
く
う
ち
に
、子
ど
も
た

ち
は
自
然
に一か
所
に
集
ま
り
遊
び
始

め
ま
し
た
。一つ
の
グ
ル
ー
プ
は
土
器
パ

ズ
ル
に
夢
中
に
な
り
、あ
あ
で
も
な
い

こ
う
で
も
な
い
と
話
し
合
い
な
が
ら
三

種
類
全
て
の
土
器
を
完
成
さ
せ
、達

成
感
に
浸

っ
て
い
ま
し

た
。も
う
一

つ
の
グ
ル
ー

プ
は
そ
の

隣
で
江
戸

時
代
の
す

ご
ろ
く
に

興
じ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
が
お
金

を
三
文
ず
つ
も
っ
て
鳥
取
の
名
所（
校

区
に
あ
る「
松
上
神
社
」の
マ
ス
も
あ

り
ま
し
た
）を
回
る
と
い
う
す
ご
ろ
く

で
、ゴ
ー
ル
は
鳥
取
東
照
宮
で
す
。ゴ
ー

ル
付
近
に
は
お
金
を
徴
収
さ
れ
る
マ
ス

が
多
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、文
字
通

り「
無
一
文
」＝
ゲ
ー
ム
オ
ー
バ
ー
に

な
っ
て
し
ま
う
子
が
続
出
し
ま
し
た

が
大
変
盛
り
上
が
って
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
見
学
を
通
し
て
、子
ど
も

た
ち
は
鳥
取
の
歴
史
に
つ
い
て
多
く
の

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ

れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
鳥
取
の
歴
史
に

興
味
を
持
ち
、も
っ
と
深
く
知
り
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

（
倉
光
幸
治
／
明
治
小
学
校
教
諭
）

久
松
小
学
校
6
年
生

明
治
小
学
校　
6
年
生

瑞
穂
小
学
校　
５・６
年
生
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図１　二十四節気

　
鳥
取
市
国こ

く
ふ
ち
ょ
う

府
町
の
庁

ち
ょ
う

集し
ゅ
う
ら
く落
に
は
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
万ま

ん
よ
う葉
歌か

ひ碑
が

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌か

ひ碑
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
現
在
は
鳥
取
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歌か

ひ碑
正
面
に
は
奈な

ら良
時じ
だ
い代
の
貴き
ぞ
く族
で
万ま
ん
よ
う葉
歌か
じ
ん人
で
も
あ
る
大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
が
、

因い
な
ば幡
国こ
く
ち
ょ
う
庁
に
お
い
て
詠よ

ん
だ
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。
す
べ
て
漢

字
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
と
て
も
読
み
づ
ら
い
で
す
が
「
新あ
ら
たし
き
　
年と
し

の
は

じ
め
の
　
初は
つ
は
る春

の
　
今け

ふ日
ふ
る
雪
の
　
い
や
重し

け
吉よ

ご
と事

」
と
い
う
歌
で
す
。
意

味
は
「
新
年
の
正
月
一
日
で
、
し
か
も
立り

っ
し
ゅ
ん春で
も
あ
る
今
日
、
降
り
積
も
る
こ

の
雪
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
良
い
こ
と
が
重
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
内
容
で

す
。
今
で
も
年ね
ん

賀が
じ
ょ
う状
に
「
今
年
も
良
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
う
に
」

と
い
っ
た
意
味
の
一い
ち
ぶ
ん文
が
書
か
れ
ま
す
。

　
歌
碑
の
両
側
に
は
漢か

ん
ぶ
ん文（
中ち
ゅ
う
ご
く国で
使
わ
れ
て
い
た
表ひ
ょ
う
き記
）
で
説
明
文
が
あ
り
、

天て
ん
ぴ
ょ
う平
宝ほ
う

字じ

三
年
（
七
五
九
）
の
正
月
一
日
に
、
部ぶ

か下
で
あ
る
国く
に

や
郡こ
お
りの
役
人

た
ち
を
因い
な
ば
の幡
国く
に

の
庁ち
ょ
う
し
ゃ舎に
集
め
て
新
年
の
宴う
た
げを
ひ
ら
い
た
時
、
国こ
く

守し
ゅ

（
国
の
長

官
）
で
あ
っ
た
家や

か
も
ち持
が
作
っ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
鳥
取
県
は
当

時
、
東
側
の
因い
な
ば
の幡
国く
に

と
西
側
の
伯ほ
う
き
の耆
国く
に

と
別
々
の
国
で
あ
り
、
因い
な
ば
の幡
国く
に

の
庁
舎

は
現
在
の
鳥
取
市
国
府
町
に
あ
り
ま
し
た
（
写
真
３
）。
ま
た
こ
の
歌
は
、
現

在
日
本
に
残
っ
て
い
る
最
も
古
い
歌
集
『
万ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
』
の
一
番
最
後
に
の
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
鳥
取
市
国
府
町
は
万
ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
最
後
の
地
と

し
て
、
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
実
は
こ
の
年
、
一
九
年
に
一
回
、
旧き
ゅ
う
れ
き暦
の
正
月
一
日
と
二に
じ
ゅ
う
し

十
四

節せ
っ

気き

の
立り
っ
し
ゅ
ん春
が
重
な
る
「
歳さ
い

旦た
ん

立り
っ
し
ゅ
ん
春
」
と
い
う
年
で
し
た
。
旧
き
ゅ
う
れ
き暦

は
太た
い
い
ん陰
太た
い
よ
う
れ
き

陽
暦
で
、
月つ
き

の
満み

ち
欠か

け
を
基き
じ
ゅ
ん準
と
し
、
一
年
が
約

三
五
四
日
で
あ
る
た
め
、
閏う

る
う
づ
き月と
い
う
月
を
入
れ
て
調
整
し
ま
す
。

二に
じ
ゅ
う
し

十
四
節せ
つ
き気
は
太
陽
の
動
き
を
基
準
に
し
て
い
る
の
で
、
旧き
ゅ
う
れ
き暦と

は
暦こ

よ
み
に
ず
れ
が
出
ま
す
（
図
１
）。
そ
の
た
め
、
旧
き
ゅ
う
れ
き暦
正
月
一
日

と
立り
っ
し
ゅ
ん春
が
同
じ
日
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
、「
歳さ
い

旦た
ん

立り
っ
し
ゅ
ん
春
」
は
た

い
へ
ん
お
め
で
た
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
家や

か
も
ち持
は
お
め
で
た
い

新
年
に
降
り
つ
も
る
雪
の
よ
う
に
、
良
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
積
み

重
な
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
い
を
込
め
て
歌
に
し
て
い
ま
す
。

　
全
て
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
理
由
は
、
奈な

ら良
時じ
だ
い代
に
は
平ひ
ら
が
な

仮
名

や
片か

た
か
な

仮
名
が
ま
だ
無
か
っ
た
た
め
で
す
。
そ
の
た
め
漢
字
の
音お
ん

や

訓く
ん

を
い
ろ
い
ろ
と
組
み
合
わ
せ
た
「
万ま
ん
よ
う
が
な

葉
仮
名
」
と
い
う
表
記
法

を
使
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
読
み
方
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
の
で
、

次
の
時
代
（
平へ
い
あ
ん安
時じ
だ
い代
）
に
な
る
と
歌
が
読
め
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
、『
万ま

ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
』の
解か
い
ど
く読
を
し
た
の
で
す
が
、そ
の
当
時
、

「
新
」
の
読
み
は
「
あ
た
ら
し
」
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ

の
た
め
家や
か
も
ち持
の
歌
も
「
あ
た
ら
し
き
　
と
し
の
は
じ
め
の
…
」
と

読
ま
れ
、
そ
れ
が
長
い
間
、
一
般
的
な
読
み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
佐さ

さ

き
佐
木
信の
ぶ
つ
な綱
氏
が
陽よ
う

明め
い

文ぶ
ん

庫こ

の
中
か
ら

『
琴き
ん

歌か

譜ふ

』
と
い
う
平
安
時
代
初
期
頃
の
楽が
く

譜ふ

の
写
し
を
発
見
し
ま
す
。
こ
の

楽が
く

譜ふ

は
『
万ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

葉
集
』
と
同
じ
万ま
ん

葉よ
う

仮が

名な

表
記
だ
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
中
に
「
阿

良
多
之
支
」
と
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
あ
ら
た
し
き
」

と
読
む
一
字
一
音
の
表
記
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
「
新
」
の
字
は
『
万
葉
集
』
で

は
「
あ
ら
た
し
き
」
と
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
「
年
が
あ
ら
た
ま

る
」
と
い
う
言
い
方
は
普
通
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
府
町
に
あ
る
万ま
ん
よ
う葉
歌か

ひ碑

は
、『
琴き

ん
か歌
譜ふ

』
が
発
見
さ
れ
る
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
た
め
、
歌
碑

の
横
に
刻
ま
れ
て
い
る
読
み
が
「
あ
た
ら
し
き
」
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
（
写
真
２
）。

　「
あ
ら
た
し
き
」
が
「
あ
た
ら
し
き
」
に
変
わ
る
の
は
平
安
時
代
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た
音
の
並な
ら

び
が
入
れ
か
わ
る
の
を
「
音お
ん

位い

転て
ん
か
ん換
」
と
い
い
ま
す
。
子

供
が
よ
く
や
る
「
音お
ん

位い

転て
ん
か
ん換
」
と
し
て
は
「
潜せ
ん
す
い
か
ん

水
艦
」
↓
「
す
い
せ
ん
か
ん
」

や
「
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
」
↓
「
と
う
も
こ
ろ
し
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
発
音
が
難

し
い
時
、
前
後
の
音
を
入
れ
替
え
て
言
い
や
す
い
よ
う
に
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　
た
だ
、
音
が
入
れ
替
わ
っ
た
も
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
花
の
「
サ
ザ
ン
カ
」
は
、
も
と
も
と
「
さ
ん
ざ
か
」
と
呼
ん
で
い
ま
し

た
。「
舌し

た
づ
つ
み鼓」
も
元
は
「
し
た
つ
づ
み
」
で
あ
り
、「
秋あ
き

葉は

原ば
ら

」
も
「
あ
き
ば
は

ら
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
日
本
語
も
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て

い
く
と
面
白
い
発
見
が
き
っ
と
あ
り
ま
す
。

（
鳥
取
市
因
幡
万
葉
歴
史
館
学
芸
員
　
鎌
澤
圭
伸
）

万
葉
集
と
言
葉

ま 

ん   

よ 

う   

し
ゅ
う



鳥取市歴史博物館 やまびこ館鳥取市歴史博物館 やまびこ館

場所

時間

内容

登録有形文化財の建物の歴史を学習

万葉と神話の庭万葉と神話の庭

13 万葉と神話の庭で
万葉集をみつけよう！

場所

時間

内容

因幡の古代展示室

麒麟獅子頭
（複製）

鳥取市因幡万葉歴史館鳥取市因幡万葉歴史館
12 因幡国府の歴史・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。

●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）
●A4 ミニランプ（LED）……1,500円（20名以上1,200円）

和紙の里でつくる、
世界にひとつだけの和紙

15

江戸時代の大手門中ノ御門と宝隆院庭園／
明治時代の仁風閣

16

鳥取市あおや和紙工房鳥取市あおや和紙工房

鳥取城跡・仁風閣展示館鳥取城跡・仁風閣展示館

場所

時間

内容

鳥取市あおや和紙工房
1時間
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20名程度です。それ
以上の人数の場合は、青谷町内の他の施設見学
と合わせて交代で利用することをお勧めします。

場所

時間

内容

大手門中ノ御門付近～鳥取城跡・仁風閣展示館
30分～60分
令和7年4月に完成する江戸時代の復元建物である中ノ御門や宝
隆院庭園と、文化財保存修理工事中の明治時代の洋館・仁風閣に
ついて楽しく学ぶことができます。

　鳥取市文化財団の各施設には、個性ある様々な見学プログラムが用意されて
います。それぞれが興味深い内容ですが、それらを組み合わせることで、より効
果のある学習が期待できます。例えば、やまびこ館のプログラム④「鳥取のお殿
さまと鳥取城、城下町」に城下町とっとり交流館髙砂屋、鳥取城跡・仁風閣展示館
のプログラムを組み合わせることで、鳥取のお城や城下町について深く知ること
の出来る「城下町コース」になります。ほかにも組合せは自由自在です。学習内
容に合わせて、ぜひ複数施設のプログラムを組み合わせてみて下さい。また、昼
食の場所についてもご相談ください。（要予約・人数制限あり）

明治時代の商家の建物14

髙砂屋髙砂屋

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。

見学プログラムを活用しよう！

展示やバックヤードなどを解説する館内見学、写真やスライド、実物資料を使っ
たミニ授業、館外を案内するミニ散策、クイズラリーなど、博物館内外で鳥取市
の歴史を学習できるプログラムを用意しています。館内見学とミニ授業の２つ
を行うなどプログラムを組み合わせて実施することもできます。下記プログラ
ム以外でも、学習課題に合わせて対応しますので、お気軽にご相談ください。

鳥取市あおや郷土館は山陰海岸ジオパークの拠点施設です。山陰海岸ジ
オパークや鳥取市西地域のジオサイトについて、ロビーの常設展示コー
ナーで映像や紹介パネルをご覧いただきながら解説します。また、郷土館
から少し足を伸ばせば、実際にジオサイトの魅力を肌で感じることができる
場所が広がっています。鳥取市あおや郷土館を見学した後に、実際に現地
へ行って解説することもできますので、ご相談ください。

鳥取市あおや郷土館鳥取市あおや郷土館

鳥取城跡大手門中ノ御門 鳥取城跡・仁風閣 展示館

組み合わせの例

（1） ❶展示見学（30分）+❼ミニ授業（30分）………60分コース
（2） ❾ミニ散策（45分）+ 10クイズラリー（45分）…90分コース

鳥取市因幡万葉歴史館
（万葉と神話の庭）
３０分～１時間
万葉集に詠われた約50種類の
植物が彩る回遊式庭園で、古
代の人々が自然にこころを寄
せて詠った歌を見つけ、万葉集
の世界を体感します。

うた

場所

時間

内容

館内見学のみ

館内見学＋ジオサイト探検

鳥取市あおや郷土館 山陰海岸ジオ
パーク展示コーナー（ロビー）　
30分程度
山陰海岸ジオパークの概要、鳥取市
西地域（鳥取市気高町・鹿野町・青谷
町）のジオサイト、青谷町夏泊の海女、
鳴り砂などについて学習できます。

6 昔のくらしと道具

7 鳥取と災害

先史から近代までの暮らしと道具に関する内容です。
農具、冷蔵庫、洗濯、料理 etcキーワード

鳥取の経験した災害について知る内容です。
地震、水害、火災 etcキーワード

8 鳥取の人たちが経験した戦争
戦争と鳥取との関わりを通じて平和について考える内容です。

四十連隊、戦争遺跡 etc　キーワード

9 錦絵を見てみよう
やまびこ館にある錦絵から、江戸時代～明治時代
の社会や文化について学ぶ内容です。

江戸時代、明治時代、
浮世絵、庶民文化 etc　

キーワード

3
普段は見ることのできないバックヤードを
見学して、博物館の役割について学びます。

1 常設展示見学コース

場所

時間

内容

常設展示室、特別展示室
30分～1時間（短縮・延長可）
解説を聞きながら常設展示や特別
展示を見学します。ご希望の時代や
テーマに合わせることもできます。

鳥取市の歴史を先史時代から現代まで通史的に学ぶことができます。

2 企画展示見学コース
期間限定の展示を通じて、鳥取の歴史を学ぶことができます。
各展示については、年間行事予定表などをご参照ください。

～探検やまびこ館！博物館見学

10 樗谿公園と鳥取東照宮を歩こう
おうちだに

東照宮、樗谿公園、池田光仲、屋形船、標準木 etcキーワード

場所

時間

内容

樗谿公園、鳥取東照宮
45分～（短縮・延長可）
公園と神社の歴史を知る、博物
館外での学習プログラムです。

場所

時間

内容

まなびの広場
30分程度（短縮・延長可）
実物の資料や写真などを通じて鳥取の
歴史を学べる、学芸員の特別授業です。

ミニ授業

11 やまびこ館クイズラリー
場所

時間

内容

常設展示室、特別展示室ほか
30分～1時間（短縮・延長可）
展示を見学しながら、クイズに答え、
鳥取の歴史を学んでいきます。

5 戦国時代の鳥取（天正9年鳥取城攻め）

4 鳥取のお殿さまと鳥取城、城下町
江戸時代の鳥取、特に殿さまやお城、城下町に関する内容です。

池田家、城下町、鳥取城、宮部継潤、亀井茲矩 etcキーワード

戦国時代の鳥取、特に鳥取城攻めや吉川経家に関する内容です。
戦国時代の鳥取、山名氏、吉川経家、天正9年の鳥取城攻め etcキーワード

常設展示解説

鳥取東照宮を散策

クイズラリー

錦絵「太平記英勇伝
伊計田勝三郎信輝」
（池田恒興）

体験によるオリジナル
和紙

紙
す
き
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド

これは
何かな？ お弁当可

国府史跡ネットワーク案内広場

お弁当可

お弁当可

雨天時はやまびこ館研修室を
ご利用ください。

樗谿公園　
利用申込み先
梅鯉庵 TEL.0857-20-1496

～資料から鳥取の歴史を学ぼう！

ミニ散策 ～博物館の外へ飛び出そう！

クイズラリー ～楽しく学ぼう！

バックヤード見学コース

バックヤード見学

雨天時は、別途ご相談ください。

※見学時に企画展開催中の場合は、あわせて展示室をご覧いただけます。

場所

時間

内容

18

17

青谷まちなか探検コース
鳥取市あおや郷土館＋青谷のまちなか
館内見学30分+ジオサイト探検1時間（徒歩）
青谷の古い港や町並み、幕末に活躍した青谷の石工・川六が制作し
た石造物を実際に見ながら解説します。

場所
時間

内容

19 青谷海岸・夏泊探検コース
鳥取市あおや郷土館＋青谷海岸・夏泊海岸・夏泊神社など
館内見学30分+ジオサイト探検1時間（バス移動含む）
鳴り砂や夏泊の海女漁について学び、実際に鳴り砂の浜である青谷海
岸で浜を歩いたり、風光明媚な夏泊海岸やそこにある奇岩の獅子岩を
見たり、石工・川六が制作した夏泊神社鳥居や狛犬を見学します。

場所

時間

内容

20 子守神社・不動滝コース
鳥取市あおや郷土館+子守神
社・不動滝など
館内見学30分+ジオサイト探
検1～2時間（バス移動含む）
子守神社（青谷町八葉寺）や不
動滝（青谷町田原谷）につい
て、その歴史や自然について
学び、現地を見学します。 子守神社

青谷海岸

あおや郷土館ジオパークコーナー

夏泊海岸

潮津神社狛犬 古い町並み

不動滝

バス利用支援事業について(お知らせ)
(公財)鳥取市文化財団では博学連携推進事業の一環として、学校から財団施設までの移動手段と
してこれまでバス利用の支援を行ってまいりました。この事業は当財団が自主事業として行ってき
たものですが、学校の皆様からも好評で大変よくご利用いただき、今日に至りました。しかしながら
近年の物価上昇をはじめとした諸事情により、独自予算であるが故、現在事業の見直しの必要が
生じており、非常に残念ではありますが、本事業を一旦休止せざるを得ないこととなりました。
　今後は関係機関とも協議を重ね、また新たな事業の可能性を模索して行くこととしています。本
支援事業は一旦幕を閉じますが、博物館と学校が連携・協力し合いながら子供たちの教育を推し
進めていくことは必要と考えています。なお、各施設のご利用につきましては、これまで以上にそ
れぞれのスタッフがご案内させていただきます。今回ご紹介させていただいておりますプログラム
テーマ以外につきましても博学の連携として可能な限り対応させていただきますので今後とも各
施設のご利用を改めましてお願い申し上げます。 　　　　　　　(公益財団法人鳥取市文化財団)

多目的ホールで
お弁当が食べられます。

お弁当可

雨天時、お弁当だけの
利用も可能です。

令和7年度 鳥取市文化財団各施設に
おまかせください！も

ミニ授業
「鳥取のお殿さまと鳥取城、城下町」


