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要旨

岐阜県博物館協会が刊行した名簿から館園をリストアップし，閉廃館した施設を抽出，その後の館蔵資料の推移を

調査してまとめた一覧表を作成した．

過去の加盟館リストによれば　当県では自然系私立館が，1970年代前半，草創期の県博物館業界を率先し，県博物

館協会でも私立館や個人会員の活躍が見られたこと，その後，70年代後半～2000年代前半までの公立館優勢を経て，

平成20年代以降の博物館冬の時代に，多くの私立館が閉館したことが判明した．これらの閉館施設の所蔵品のうち，

学術的に価値のある優れたコレクションは県内外の博物館・研究機関へ引き継がれている．

以上の県内所在文化財移動の把握は，未指定文化財の所在調査と同様，今後，博物館・文化行政の危機管理の一環

として情報収集・集積されることが望ましい．

はじめに

2016年は岐阜県博物館協会創立50周年，かつ，岐阜

県博物館開館40周年のメモリアルイヤーであった．逆

算すると，今から40－50年前の1970－80年代，博物

館設立ラッシュの時代に岐阜県博物館も開館（1976）

し，かつ，県内でも多くの博物館が誕生し，組織化され

たのである．当時の証言に，「わが国では，ここ数年

来，毎年50館前後の博物館，美術館，資料館（中略）

が建設されている．たとえば　昭和52年度に50館，昭

和53年度に47館が開館している」1とある．この時期

は，明治100年（1968），置県100年（岐阜県の場合，

1972）を機縁に地方公立博物館の建設が相次ぐ時代で

あった．続く80年代後半から90年代初めのバブル経済

期とその後しばらくは，公立館に加え，多くの私立・企

業博物館が陸続と誕生した2．岐阜県では，前述の県博

物館以降，県美術館（1982－），高山陣屋（～1969県

事務所として使用，1996復元），県先端科学技術体験

センター（サイエンスワールド1999～），飛騨・世

界生活文化センター（飛騨センター，2001～），県現

代陶芸美術館（2002～），県世界淡水魚園水族館（ア

クア・トトぎふ，2004～）が開館している．

翻って，2000年代以降，とくに平成20年代の博

物館は冬の時代といわれて久しい．ちょうど10年前

（2008）には，日本博物館協会の調査によると増え続

けてきた博物館数が戦後初めて減少したと報道されて

いる：∴　文部科学省の社会教育調査4によれば　昭和62

年（1987）以来，増加の一途だった博物館（登録博物

館・博物館相当施設・博物館類似施設）数が，平成23

年度に減少に転じ（5，747館で前年より28館減），27

年度の中間報告ではさらに減少している（5，683館で64

館減）．入館者数も，全体では増え続けているものの，

それを上回る勢いの館数増加が相殺して，1館あたりの

入館者数は昭和61年（1986）以来ずっと減り続けてい

る．全体として，現在の博物館業界は停滞もしくは減退

の気運に包まれているといえるだろう．野放図な増設と

マーケテイング（利用者研究・評価）の不備に加えて社

会情勢（不景気，少子高齢化）など内外の要因が想起さ

れるが　こうした晴勢下，岐阜県では，行財政改革の結

果，県ミュージアムひだ（飛騨センター内博物館のみ

を2006県教委に移管）が閉館（2011）5，サイエンス

ワールド（2006～），アクア・トトぎふ（2004開館よ

り）6で指定管理者制度が導入された．

さて，50周年を迎えた岐阜県博物館協会には2017年

1月現在122館園が加盟しているが，数年前の2015年

度は127館であった．わずか数年で着実に減少してい

る．最近では，2017年1月に1館（3月現在，不定期で

開館），2016年1月にも1館が閉館のため退会している．

当該施設は両館とも私立館で，廃止理由は，館主の高齢

化と寒冷地でのコレクション保管の困難さなど「多数あ

る」由であった．加盟館以外でも2000年に入ってから
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活動を休止する館7が目につくようになってきた．今回，

50周年を機に立ち上げられた県博協プロジェクト8のひ

とつに加わり，この半世紀に多くの館園が協会に参加し，

そして，脱退（もしくは消息不明）していったようすを

知ることができた．当県の博物館事情をまとめることで，

文化財の置かれた状況の一端をうかがえればと思い，そ

の概要を以下に記す．

1　岐阜県内の博物館の特徴

はじめに，岐阜県内の博物館の概況についてまとめ

ておこう．表19で　現在の県内博物館の種類別の割合

（平成26年度）を示した．

表1－1岐阜県内の博物館（種類別）

動物園1％
水族館1％ 

「　　　植物園1％ 
理工 滴�8���Ykb�

溺遊 園撚 ��

題昌 鞠畷 ��

総合3％

表1－2　岐阜県内の博物館（博物館法区分別）

日本博物館協会のアンケート調査（平成25年度）に

よれば，全国の館園のうち館種別割合（％），総合4．8，

郷土12．6，美術20．9，歴史46．4，自然史4．1，理工4．6，

動物園1．9，水族館2．3，植物園1．8，動水槽0．510と比べ

て，県内では歴史系は全国並み，美術系が少なく，郷土

系・自然史系が多くなっている．注目されるのは登録博

物館（全国平均27．7）・相当施設（10．4）の割合が少

なく，8割以上がその他（類似施設）であることだ　こ

の調査では都道府県毎の設置者別数が示されていないた

め断言できないが，その多くが私立館であると想定され

る．というのも，自然系の個人博物館が多いことが当県

の特徴といえるからだ　県博協の現加盟館（表2）11で

は，約半数が私立館である（全国平均は22．4）．
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表2　岐阜県博物館協会加盟館（設置者別）

先に紹介した報道記事12では博物館冬の時代の要因に

ついて主に公立館を取上げて考察し，施設の乱立と平成

の大合併による類似館の重複を指摘，加えて，博物館整

備を後押しした国の施策13を「建設優先　理念後回し」

と難じている．経営感覚の欠如など　指摘はいちいちご

もっともで公立館に勤務する当事者のひとりとして反省

させられる点も少なくないが，岐阜県の場合，博物館閉

廃館の事情はやや異なると思われる．即ち，創立50年

記念誌14によると，岐阜県内の博物館（県博協加盟館）

は，私立館が公立館に率先して開館しており，その組織

化を主導したのも私立館や個人会員であった．博物館を

取り巻く社会環境は共有しつつも，自ずと，開館・閉館

の理由も上記公立館とは異なってくるのだ

次節で　岐阜県博物館協会の加盟館のうち閉館した施

設のリストを示し，具体的に見ていこう．

2　閉廃館リスト

過去の加盟館の閉館状況を整理しようと考えたのは，

県博協個人会員の今井雅巳の提言に触発されたからだ

数十年前に県博協から刊行された名簿に掲載された館園

のうち少なからぬ施設が閉館しており，その所蔵品の行

方が気がかりである，県博協で散逸が懸念される文化財

辞を追跡調査すべきではないかという意見であった．

阪神淡路大震災（1995），新潟県中越地震（2004）

中越沖地震（2007），東日本大震災（2011），熊本地

震（2016）と，災害発生の度に文化財レスキューの思

想とハウツーが普及してきた．現在では　非常時（発災

後）に対症療法的に対応するのではなく，文化財保護施

策においても防災・減災を目指すべきだとされている．

つまり，予想される災害への日頃の備えを重視する考え

方である．文化財の防災についていえば　存在が周知さ

れ，対応が取られやすい指定文化財よりも，むしろ，未

指定品の所在を把握することが急務になっている15．こ

こ数年，各地で文化財レスキューの体制づくりが散見16

される一方，平時（発災前）における関係機関どうしの

連携と文化財調査（所在現状把握）の重要性が見直され
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てきたのである．活動の主体は「災害が起きた後」より

も「災害が来る前の保全活動」17にシフトしつつある．

とはいえ，勤務館での本務外に，地域に乗り込んで膨

大雑多な文化財の悉皆調査18を始めるのは，正直，荷が

重いというのが偽らざる気持ちである．県内閉廃館の確

認作業は，県内文化財の状況把握のための作業として，

とりあえず何かを始めるきっかけとしてちょうどよいよ

うに思えた．そこで，これまでに刊行された県内館園名

簿10種（文末の文献リスト中，＊を付した）と現加盟

館リストから延べ582館園をリストアップし，うち重複

するものや，現在も活動が確認できたものを除き，閉館

が疑われる73施設を抽出したのが，表3（10－11ペー

ジに掲載）である．

これらの73館園から，設置者を見ると，表4のごとく

である．名簿からは設置者の別が判然としなかったが，

不明分には多くの私立館が含まれると思われる．館種で

は，歴史・郷土系が約半数に留まり（前出の日博協調査

では，全国平均歴史46．4％，郷土12．6％），自然系が

全国的な傾向（同4．1％）に対して全体のl／4以上とい

う高い比率を占めている．前述の県内博物館の特徴が反

映された結果といえよう．

表4－1全館園：設置者別

学

瀦開 弦脳6 ��

困遊 腸撚 

i私立二二iii‾ 校3％　29％…－… � 

表4－2　全館園：館穂別

さらに，表3から，名称の差異で重複が認められるも

の，後継館による活動継承が想定されるものを除くと

66施設の閉館がほぼ確認できた．これらの所在地を見

ると，現加盟館（表5，岐阜県博物館協会HPより作成）

と比べると，岐阜・飛騨地域に立地した館園がやや多く，

自然系・私立館（不詳の多くが私立館と思われる）が目

立つ結果となった（表6）．
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表5　現加盟館の所在地

表6－1閉館施設の所在地

表6－2　閉館施設の館種

産業4％

美術6％

表6－3　閉館施設の設置者

以上のグラフと表3からうかがえる点をまとめると，岐

阜県の博物館界では，草創期に多くの私立館が活躍し，と

くに自然系の個人コレクションが積極的に公開されていた

こと，歴史・郷土系私立館の多くは，恐らく観光施設19で

あったこと，前者の多くが岐阜地域に，後者の多くが飛騨

地域に所在していたことが推測される．想像するに，これ

らの施設は，社会情勢の変化（博物館冬の時代）に加え，

コレクターの世代交代等，個々の事情によって活動継続

が困難に陥り，大半がひっそりと役割を終えたと思われる．

それでも，学術的に価値の高いコレクションは　他館や研

究施設に引き継がれている（表3「コレクション移管状況

など」欄を参照）ことが一旗の希望といえよう．
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おわりに

文化財レスキューや防災は，東日本大震災以降，博物

館業界では現在ホットな話題のひとつである．前者は被

災文化財の緊急避難や一時保管などの一次的な処理が一

段落し，現在は，安定化処理や展覧会・シンポジウム20

など　二次的な局面に差し掛かっている．今後は，後者，

即ち，平常時の活動（防災対策）に比重が移っていくだ

ろう．社会的には「復興」や「啓発」に果たす博物館の

役割も期待されている21．

当然ながら，博物館にも危機管理は必須である．近年

相次ぐ災害や異常気象が　将来の被災を，現実味を帯び

て想像させ，防災意識の高まりの中，館園のBCP（事業

継続計画）の策定は待ったなしである22．岐阜県博物館

でも消防訓練を毎年実施している．筆者が見学できた中

では，岐阜県美術館で，消灯した展示室内で負傷者を

台車に載せて救助するような実践的な訓練23を実施して

いて啓発された．神奈Ii惧博物館協会の図上訓練24では，

第1フェーズ；地震・津波発生→対策組織立ち上げ　情

報収集・把握，第2フェーズ；初期レスキュー実施と受

援体制構築の二段階に分けて，ブロック幹事館と現地対

策本部・総合対策本部が情報を集約・共有する実際的な

訓練が行われていた．

岐阜県博物館協会でも，東日本以前の情報ながら防災

対策をまとめた冊子25を作成したほか，加盟館被災時に

協会内で互助活動が実施できるように協会規約を一部改

正（2016）し，将来の災害発生に備える体制づくりを

進めていくべく検討されている．今後はそれぞれの立地

や環境から想定される災害に合致した具体的な対策と訓

練が必要だろう．海がない（津波被害がない）反面，日

本有数の活断層を抱える海抜0－3000メートルの平野

（水害）から山岳地帯（土砂災害）までの多様な県土の

特性を考えると，独自メソッドの策定が急がれる．

ところで　「当該博物館の所在地又はその周辺にある

文化財保護法の適用を受ける文化財」（博物館法第3条

8項）をも保護対象に含める登録博物館はもちろん，文

化行政を担う県教委では，（相当な困難が想定されるだ

ろうが）館蔵品や指定文化財以外の膨大な未指定文化財

にも目配りすべきだろう．その意味で，京都府が導入を

試みている未指定文化財から「指定予備群」を選定し，

修復費用を助成する制度26は，未知の文化財の掘り起こ

しと保護という点で平時の防災施策と発想を同じくする

もののように思える．

今回のピックアップ作業は，確認・追跡調査が徹底せ

ず，暫定的なリストに留まるが，地域に所在する文化

財・文化財群の情報集積，さらには将来的な文化財レス

キューにおける活動計画時にその所在情報を反映した防

災プラン策定の一助となれば幸いである．
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郷土史として後世に．（2016年5月11日）．岐阜

新聞，ページ22．

株式会社江の島マリンコーポレーション．（日付不明）．

株式会社江の島マリンコーポレーション．参照

日：2017年1月31日，参照先：アクアトト・ぎふ：

http：／／www・enOShimamarine．com／aquatotto．

html

岐阜県博物館協会．（2016．3．15）．岐阜の博物館178．

岐阜県博物館協会．（2016．9．15）．岐阜の博物館179．

岐阜県博物館協会．（日付不明）．加盟館国情報（地区

別一覧）．参照日：2017年1月25日，参照先：岐

阜県博物館協会‥http‥／／www．gifu一muSeumjp／
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member／list．html

岐阜県博物館協会中濃部会．（［2007］）．博物館等の

危機管理調査研究報告書．岐阜県博物館協会．

原佳子．（2009）．第2節　博物館の歴史．著：全国大学博

物館学講座協議会西目本部会，新しい博物館学

（第2刷）（ページp42）．芙蓉書房出版．

佐藤泰．（2015）．東日本大震災とミュージアム．仙台・

宮城ミュージアムアライアンス．

新井英夫・森八郎．（1980．6）．新設博物館における生物

学的問題．家屋害虫　5・6．

神奈川県博物館協会．（2015．3）．神奈川県博物館協会

60周年記念事業　神奈川県博物館協会総合防

災計画の策定に向けて．神奈川県博物館協会会

報　86．

西尾円．（2016）．岐阜県の社会教育行政と博物館

明治から昭和・岐阜県博物館協会創立の時期

まで著：『岐阜県博物館協会創立50周年記念

誌』編集委員会，岐阜県博物館協会創立50周年

記念誌（ページpp17－25）．岐阜県博物館協会．

西尾円．（2016）．広瀬鎖と岐阜県博物館協会．著：『岐

阜県博物館協会創立50周年記念誌』編集委員

会，岐阜県博物館協会創立50周年記念誌（ペー

ジpp31－32）．岐阜県博物館協会．

石田克．（2016）．岐阜県博物館協会創立時の三役．著：

『岐阜県博物館協会創立50周年記念誌』編集

委員会，岐阜県博物館協会創立50周年記念誌

（ページp30）．岐阜県博物館協会．

千葉県博物館資料救済体系構築実行委員会．（2014年3

月14日）．千葉県博物館資料救済ネットワーク

の構築に向けて．参照日：2017年1月29日，参照

先：http：／／www．chiba－Web．com／chibahaku／pdf／

kyusai＿01・Pdf

村田員宏．（2016．12）．美術館における総合的なリスク

管理へ博物館研究　51－12，pp4－5．

地域活性化センター．（2006）．指定管理者制度導入事

例集2006．地域活性化センター．

津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専

門機関の連携に関するプロジェクト実行委員

会．（2016）．大津波被災文化財保存修復技術

連携プロジェクト支援企画展．陸前高田市立博

物館．

土山公仁．（2016）．初期の岐阜県博物館協会．著：『岐

阜県博物館協会創立50周年記念誌』編集委員

会，岐阜県博物館協会創立50周年記念誌（ペー

ジpp26－29）．岐阜県博物館協会．

内田俊秀．（2009．5）．5．動産文化財の防災．自然災害

科学　28－1，pp32－37．

日本博物館協会．（2016．4）．平成26年度博物館園数．博

物館研究　51－4，pp14－15．

日本博物館協会．（2017．1）．平成25年度博物館総合調

査の結果から．博物館研究　52－1，p6．

博物館　閉館の波／財政難　戦後初の減少．（2010年4

月18日）．朝日新聞，ページ1－2．

飛騨高山印籠美術館が閉館．（2006年4月13日）．岐阜

新聞，ページ23．

浜田拓志．（2015．7）．「和歌山県博物館施設等災害対策

連絡会議」設立の経過と課題．博物館研究　50－

7，ppl0－13．

文化財に「指定予備鮮」，地域の宝守れ　京都府が修復

助成．（2017年1月3日）．京都新聞．

文化財防災ネットワーク推進事業　中部・近畿文化財関

係者による文化財防災連絡会議．（2016年12月

13日）．京都国立博物館平成知新館講堂．

文部科学省．（登録：平成21年以前）．参照日：2016年

12月25日，参照先：社会教育調査　結果の概

要‥http：／／www・meXt．gO・jp／b＿menu／toukei／

chousaO2／shakai／kekka／1268528．htm

平川新．（2014）．災害から歴史資料を守るため．歴史研

究　60，pp1－19．

平川新・佐藤大介・高橋修・奥村弘．（2014．10）．資料

保全から歴史研究へ歴史学研究　924，pp180－

216．

揺れに強い構造知る手掛かりに　濃尾地震の建築被害紹

介　名古屋で企画展．（2015年10月29日）．中

日新聞，ページ24．

和歌山県立博物館．（2015）．先人たちが残してくれた

「災害の記憶」を未来に伝えるI．和歌山県立

博物館施設活性化事業実行委員会．

和歌山県立博物館．（2016）．先人たちが残してくれた

「災害の記憶」を未来に伝えるⅡ．和歌山県立

博物館施設活性化事業実行委員会．

計報　五味輝一氏（高山昭和館館長）．（2015年6月20

日）．岐阜新聞，ページ27．

注
1［新井英夫・森八郎，1980．6］

2［原佳子，2009］

3［博物館　閉館の波／財政難　戦後初の減少，2010］

4［文部科学省，登録：平成21年以前］

5現在，指定管理者が運営している施設内に後継施設が

開館している．
6岐阜県が設置し，計画当初より江の島マリンコーポ
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南本　有紀

レーションの業務委託が予定されていたが，地方自治

法改正を受け，指定管理者制度で運営．［地域活性化

センター，2006］［株式会社江の島マリンコーポレー

ション］によると，岐阜県のPFI事業（PrivateFinance

Initiative）として三菱商事を代表とする出資企業が有限

会社ジー・エフ・エー（特別目的会社）を設立，県と

30年間の事業契約を締結して管理運営している．
7飛騨高山印籠美術館（［飛騨高山印籠美術館が閉館，

2006］）など　高山昭和館は所蔵者の急逝（［言卜報　五

味輝一氏（高山昭和館館長），2015］）で閉鎖が危ぶまれ

たが　市外の企業が施設を買収して運営を継承している．
8本稿は岐阜県博物館協会創立50周年記念事業策定の

ために県博協に設置された同事業企画委員会「たかめる

部会」の基礎資料として作成したリストを基に執筆し

た．当該事業は加盟館対象に事業案を募集するなどし

て，①「のこす」②「ひろめる」③「たかめる」の3部

会が，それぞれ①記念誌編集，②広域広報，③連携企画

展示とミュージアム（文化財）レスキューネットワーク

構築の各事業を実施した．詳細は［岐阜県博物館協会，

2016．3．15］および［岐阜県博物館協会，2016．9．15］を

参照．
9［日本博物館協会，2016．4］より作成した．

10［日本博物館協会，2017．1］

11［岐阜県博物館協会］より作成．

12前述3

13歴史民俗博物館建設補助（1970），ふるさと創生

事業（1988）を挙げている．他に，風土記の丘構想

（1966）なども加えることができるだろう．
14［西尾円，岐阜県の社会教育行政と博物館　明治から

昭和・岐阜県博物館協会創立の時期まで2016］［土

山公仁，2016］［西尾円，広瀬鎮と岐阜県博物館協会，

2016］［石田克，2016］

15［内田俊秀，2009．5］［平川新・佐藤大介・高橋修・

奥村弘，2014．10］

16例えば　千葉県博物館協会（［千葉県博物館資料救

済体系構築実行委員会，2014］），神奈川県博物館協会

（［神奈川県博物館協会，2015．3］），三重県教育委員

会・三重県博物館協会・みえ歴史ネット，愛知県博物館

協議会，静岡県教育委員会・静岡県博物館協会で体制が

整備されている．他に京都市の文化財市民レスキューは

地域住民との連携による活動で注目される．

これら全国規模の情報集約と連携のため，独立行政法

人国立文化財機構（東海地区は京都国立博物館が担当）

で文化財防災ネットワーク推進が図られている（［文化

財防災ネットワーク推進事業　中部・近畿文化財関係者

による文化財防災連絡会議，2016］）．

和歌山県の事例は［浜田拓志，2015．7］を参照．
17［平川新，2014］

18和歌山県では県教育委員会生涯学習局文化遺産課が被

災の想定される沿岸部に立地する社寺に未指定を含む文

化財の所在調査（アンケート）を実施し，管理台帳を整

備したほか，県立博物館・県立文書館が従前から行って

いた民間所在資料保存調査を継承・発展させ，文化庁補

助事業「地域に眠る災害の記憶の発掘・共有・継承事

業」を実施している．これらの活動は県博物館施設等災

害対策連絡会議（2015－）が引き継ぐ形で，調査内容

を報告する小冊子（［和歌山県立博物館，2015］［和歌

山県立博物館，2016］）の配布や現地学習会を開催して

成果を地域住民と共有・還元している．詳細は［浜田拓

志，2015．7］を参照．

また，所要1日程度の悉皆調査による所在把握と所蔵

家1軒ごとの文書鞘の保存記録を組み合わせた「宮城方式

（宮城資料ネット方式）」（［平川新・佐藤大介・高橋

修・奥村弘，2014．10］）は広範囲における文化財の所

在を把握し，バックデータを集積して成果を上げている．
19ここでは詳述しないが，博物館建設ラッシュ期は，観

光事業の勃興期でもあった．とくに飛騨高山は，国鉄

（現JR）の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーン

（1970－76）やその後の観光戦略における主要を人気観

光地として発展してきた．また，近年，行政による観光

開発が盛んな関ケ原には　かつて多くの私設館があって，

民間による観光客誘致が行われていたようすが伺える．
20［佐藤泰，2015］［津波により被災した文化財の保存

修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト

実行委員会，2016］など　東海地区では，陸前高田市の

支援に積極的な名古屋市で展覧会「陸前高田のたからも

の」（2016年2～3月，名古屋市博物館）が開催された．
21［「震災から復興」指名担う公共施設／博物館や図書

館　郷土史として後世に，2016］［揺れに強い構造知る

手掛かりに　濃尾地震の建築被害紹介　名古屋で企画

展，2015］

22［村田眞宏，2016．12］

232016年7月実施時に見学．地震によって照明が消え

た室内から，予め設定されている避難ルートを実際に

通って確認する内容であった．
242015年12月9日実施・見学．神奈Il惧博物館協会で

は協会内に防災ワーキンググループを設置し，対策の協

議が重ねられている．［神奈川県博物館協会，2015．3］

を参照．
25［岐阜県博物館協会中濃部会，［2007］］

26［文化財に「指定予備群」，地域の宝守れ　京都府が

修復助成，2017］
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岐阜県博物館協会加盟館の閉館リストと所蔵物の移動について

表3　岐阜県博物館協会加盟館の閉館状況まとめ

重複または存続　　　　　　　　　　　　　　　　＊文末「文献」欄に列記 数字閉館年
×　廃絶（現在活動を確認できず）
○　存続
△　存続（名称・形態を変更）

空欄不明もしくは異称（別称で立項）

館名（五十音順） 傀ｨﾝﾙ&��侏ｸ�｢�文献（別掲当掲載年 劔兔(ｭ��コレクション移管状況など 儖X����������ﾖﾂ�

あけ世温泉自然苑の野鳥園 ������2� �� ��田��1967 ���� ��

石の博物館 ��Ynﾈﾅ9$��i�ﾉ�ｨ�俘(�"��8�｢� ��都b�1974 �� ���� ��Xﾉｩ�ﾙ��-��Y��,ﾉH饂渥��i$��d漠T��XｻI��8+2�/��hｯ)Xﾉ*亂s�都����#��{ﾂ�

伊藤裕数コレクション �i68ﾅ8岔�9*ﾈ��ｩ�8�8�｢� ��都b�1974 �� ���� 都�,hｭi��*��

岩邑小学校郷土室 佝)=�2� �� ��1967 ���� 佝)=�9zxｮ)ux抦ｧxﾕｨ,ﾓ�ピ8､ｨﾕ｢�

恵那郷土館 佝)=�2�1985 �� �� ����2014建物現存 ��X��{��-�*�.鞍)=�ﾙ7亊��i(i?ｩ*亂r��都s��#���{ﾂ�

老田野鳥館 俘(�(�2�1985 ��都b� �� �#����→東京大学総合研究博物館（寄贈）． 山階鳥類研究所（寄贈） ��

大垣市児童文化センター ��X･�2�1985 ��都b�1974 ��田��1967 ��"� ��X･�85�486x784�5ｨ985��ｸ�兌h嶌檍ｭ��Xｧx�ｭ��R�+�,x.�5H484x985�7h8�5X�ｨ,ﾓ�涛(､ｨｭ��

大塚集古資料館 弍)Xﾈ�2�1985 �� �� ��塔��→国立歴史民俗博物館（1990・93・94 購入） ��YO)m胃隧H�檍���霈cs��D雍ﾉD�,h+X,C�都丶ｨｭ��

小川栄一コレクション展示室 冲ｹN8ﾅ9�Ynﾉ*ﾂ� ��都b�1974 ��田��1967 ����小川徴古館（自宅）とも 岐阜郷土館（1931－43）でも展示 →岐阜市歴史博物館 傅ﾉ�ﾈ毎耳,ﾘｯ)Xﾈﾊy[h嶌ﾞ�+(ﾛ��R�

奥美濃郷土館 佛8�8ﾅ9JｩJi*ﾈ�佛8�8�8�｢� ��都b�1974 ��田��1967 ���� ��X�伜(,�ﾉOﾉEｨｻﾙ7亊價ｩJi*ﾈ,ﾉY�:�{(耳+8/��hｯ"�Xﾉ*亂s�田c���ナ{ﾂ��YH饂渥�-hﾗ8+�*C�H卷OﾉEｨｻﾙ7亊��hｯ)Xﾉ*亂r��都s��3�閲ﾂ�

落合郷土館 �(i,9�ﾈ�2� �� ��1967 ���� ��Y[ﾙ68ｧyF�,ﾈ��Z���3���ﾟｹ(i,4末�,ﾉx靼xｻﾙ7亊�,R�Jﾘﾊ��i(i?ｩuｸｪs�田s���si{ﾂ�

笠松中学校校内科学博物館 （改築中） ��8xﾅ8ｧﾘ鉑*ﾂ� �� ��1967 ���� 乂ﾘ鉑(hｧxﾕｩH饂渥��X檍�x��{��X6�4ｸ4ｸ4ﾈ��ｹ���ｨ�b�,ﾉ+(ﾛ��XﾊHｸh���亂xﾗ9D餮9k��｢�ｧﾘ鉑*ﾉzxｧﾘ鉑(hｧxﾕｨ,ﾓ�鼎x､ｨﾕ｢�

合掌造り生活資料館 ��Ynﾈﾅ9I&ﾆ侭�｢�1985 �� �� ��ｲ� 刎�68ﾘｸ�8ﾘx琩�(.泳�h��,h,ﾙ¥｢�

神坂文化質料館 �(i,9�ﾈ�2� ��都b�1974 �� ���� ��Y��)[h嶌��{��,X*ｸ.�(i,6ﾆ儻ﾈ�i*�?ｩ*亂r��都#�#�C�9{ﾂ�

上之保村尚古館 兀�ｵhﾅ8�9Ei]ｹ�ｨ�亊h�8�｢�1985 �� �� ���� ��

川上村郷土館 佝)=�9�ﾈ�9�ｨ��(i,4末���8�｢�1985 �� �� ���� ��

貴異美術館 佛8�8ﾅ9JｩJi*ﾈ�佛8�8�8�｢� ��都b�1974 �� ���� ��

菊花石綿 弍)Xﾈ�2� ��都b�1974 ��田��1967 ���� ��X�(ﾏｸｻ��.�dｸ.ｨ.亳X扞�隴��ih�?ｩ*亂r��田c�3�3�i{ﾂ��XｶX扞�隴�/�+)dｹn(蓼ｧﾘｷｸ+)Whﾜ��hｯ)Xﾉ*亂r��都C������{ﾂ�

岐阜県ラン科植物園 弍)Xﾈ�2� �� ��田�� ���� ��

岐阜公園水族館 弍)Xﾈ�2� ��1974 ��田��1967 ��涛��→上野動物園．黒谷自然公園（川辺町 閉鎖）など ��Xｯ)Xﾈ�8ｯ)Xﾈﾏh���Y��ｭ�,ﾉE�-ﾘｹｸﾗ(+X,偃蔭H*ﾒ��ih�?ｩ*亂s�鉄s�S#cY{ﾂ��YVyXﾈ�8,ﾈｯ)Xﾈﾏh���Y��ｭ�,ﾈｹｸ.):饂���処*ｸ竧.���hﾈ�-ﾈ.��i*�?ｩ*亂s�涛��c�##Y{ﾂ�ﾏh��ﾜI�餔X,僵ｨ*)¥(ﾛﾒ�

岐阜公園（淡水魚水族館・小 動物園） 弍)Xﾈ�2�1985 ��都b� �� ��涛��*�� ��鉄�､ｨｭ���Y?ｩgｸ�%y�Xｹｹ�Y��ｭ��h,h��樞�

岐阜公園鳥類センター 弍)Xﾈ�2� ��1974 ��田��1967 ��涛��*�� ��

岐阜大学農学部植物園 丿Yk�ﾋH�8*�� �� ��1967 �� ��

岐阜大学農学部付属植物園 丿Yk�ﾋH�2� ��都b�1974 ��田�� �� �#8,i:�+b�

岐阜プラネタリウム 弍)Xﾈ�2�1985 ��都b�1974 ��田��1967 ��塔B� ��Y�騷s#X�D�,ﾈｯ)Xﾈ7h8�6ﾈ5�8ｨ4X8��hｯ)Xﾉ*亂r��塔3�C���i{ﾂ��Xｯ)Xﾈ7h8�6ﾈ5�8ｨ4X8�#yD�,ﾉ��讓,冑ｸ竧.亜8+R��9�yU9D靠h��,��hｯ)Xﾉ*亂s�塔S�#���Y{ﾂ�

教育資料館 亊h�2� ��都b�1974 �� ����池村教育資料館 ��Y')�ｨﾉ9Y�:���Z�,ﾉUygｳ3���5��i(i?ｩuｸｪr��田��C�ズ{ﾂ��Y')�ｩwIY�')�ｨｻ8支��{��+x�i(i?ｩ*亂r��都c�##C�9{ﾂ�

郷土玩具館 俘(�(�2�1985 ��都b�1974 �� ��ｲ�高山郷土玩具館 ��

郡上工芸研究所 佛8�8ﾅ9JｩJi*ﾈ�佛8�8�8�｢�1985 �� �� ��"�1952郡上郷土芸術研究所→1958郡上工 芸研究所→1980南足柄工芸研究所（研 究室とも） 做�h)|ﾘ蓼�����H�ﾃ��｢�

郡上染織史料館 佛8�8ﾅ9JｩJi*ﾈ�佛8�8�8�｢� ��都b�1974 ��田�� ����→郡上八幡博覧館．岐阜県美術館 佛8�9�Y�H��{��*����h)|ﾘ蓼*｣�田愛ｨｭ��

防人センター・忍者の里 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾈ*�� ��都b� �� ���� ��Yf��ﾈ5ｨ985��ｸ�YDX�(,ﾉz(��Z��X,ﾉ~ｹ�ﾘ,ﾉlﾘﾅ��5x麌7ﾘ6ｨ4�*｣���iﾈ苓*�*�,H,(*ﾘ.��i(i?ｩ*亂r��都c�����9{ﾂ�

軍事博物館と忍者の里 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾂ�1985 �� �� ���� �3�,i:�+b�

国府町歴史・民俗資料館 俘(�(�2� ��都b� �� ��"�高山市に合併後，所蔵庫として使用 ��Xﾙ�Wｹ*ﾉ��讖j��ﾘ��{�俛�Wｸ,ﾉj��ﾘｭ�ｩ'ｨ���68,Y&餉Y+陋ｨｪ��ﾈ.ﾘ+�*�9D��ｸ.x+��ih�?ｩ*亂r��都s�c#C�9{ﾂ�

国府町郷土館・民俗館 亳x�佛8ﾙ�Wｹ*ﾈ�俘(�(�8�｢�1985 �� �� �� �3(,i:�+b�

後藤植物研究所展示室 亊h�2� ��都b�1974 ��田��1967 �#��b�白銀登落荘とも ��Xﾎ9:�ｷｸ��+y|y�ﾈ,ﾈｹｹ}餠ygｳ��IiﾉT9�h�Eｸﾌ�,R��騫ﾘ､ｨ跖�i<yHI*亂s�涛#�#3��y{ﾂ��Xﾎ9:�ｷｸ��+8/�Uygｸ���ﾌ僮(ｾ)6����,ikﾙkﾈ�i*��?ｩ*亂s�涛3�3�C#){ﾂ�か ��碓ｩF侘飃饂渥��仍ｹ}餠ygｸ/�ｯ����｢�「後藤宮子白銀登落荘館長」読売朝刊 1996010923両 「閑古の後藤宮子さん琵琶湖博物館に魚標本60万 点寄贈」岐阜朝刊2006101424両 

三郷（みさと）中学校郷土室 佝)=�2� �� ��1967 ����1979恵那市立恵那西中学校に統合 佝)=�9zx蓼ｻﾙ(hｧxﾕｨ,ﾓ�鼎x､ｨﾕｨ*��

自然保護資料室 弍)Xﾈ�2� ��都b�1974 �� ���� ��

下保森林総合展示室 ��Ynﾈﾅ9$��i�ﾉ�ｨ�俘(�"�1985 �� �� ��"�ぎふ森林文化センター（岐阜市，1994 ��Xｯ)Xﾈ�8*ﾈ-9�厭�[h嶌5ｨ985��ｸ*ｨｪ��ﾈ�i<yHI*亂r�
市） 劔劍���ｨ*��19941213∴26両 

下野郷土館 佝)=�9Y�ｩ*ﾈ��(i,9�ﾂ��8�｢�1985 ��都b� ��田�� ���� ��

春慶会館 俘(�(�2� ��都b� �� �#��B�一部売却か �+y�9�H*ｨ鍼�ﾙ5x麌ｭ�,h+X,C�都8､ｨｭ���Xﾘ(�(�9��69*ﾈ,ﾈ�ﾆ8檍ｭ��Y&�,佶ｩ�ﾘ+x.�5H�ｸ7"�5姥H*ｸﾘ)~竟(ﾏﾈ*�ｩ����5Hﾘ(��ｨ,ﾈｴ靫一��hｯ)Xﾂ�*亂s#��S�C#碓)�ｳ#y{ﾂ�

飛騨高山春慶会館 俘(�(�2�1985 �� �� �� �3�,i:�+b�

白木菊花石綿 弍)Xﾈ�2�1985 �� �� ���� ��

青郎記念館 �(i,6ﾆ迄�2�1985 ��都b�1974 ��田��1967 �#��R�中津）i怖蔵（一部寄託） 中津川市苗木遠山史料館で保管 ��田h､ｨｭ��C#���.h.姐渥���hｭ俔ﾉ�ｨ*�.��

関ケ原大爬虫類センター 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾂ� ��1974 �� ���� ��Xｭh5�ﾋI�^�i(驀�5ｨ985��ｸ*�+x､ｨｭ��hｯ)Xﾉ*亂r��都���#��){ﾂ�

関ケ原縄文遺跡と考古館 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾂ� �� ��1967 �� 鼎X�SCh,i:�+b�

関ケ原の縄文遺跡と考古館 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾂ� �� ��田�� �� 鼎H�SCh,i:�+b�
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南本　有紀

館名（五十音順） 傀ｨﾝﾙ&��侏ｸ�｢�文献（別掲り掲載年 劔兔(ｭ��コレクション移管状況など 儖X����������ﾖﾂ�

関ケ原縄文遺跡考古館 儻9Fｨﾅ8ｭh5�ﾋI*ﾂ� ��都b�1974 �� ��都��*�� ��Xｭh5�ﾋI>ｩ[h�)�Xﾖﾈﾌ8ｭ���,冖8�9G�夐:��(ﾌ)�ﾈｬr�yﾘ.�*Hﾌ�､X�hｯ)Xﾉ*亂s�都��C#3�9{ﾂ�

蘇原公民館郷土室 丿Yk�ﾋH�2� ��1974 ��田��1967 ��各務原市中央ライフデザインセンター ��XｦYk�ﾋH�9�依Hﾏij�田��ﾟｸ,ﾉgｸﾗy?ﾈ�i(i?ｩuｸｪr�
（1993～）か ��塔��s�H��i{ﾂ�

谷合公民館郷土室 伜(ﾊxﾅ9Oﾈ�)*ﾈ�伜(ﾊx�8�｢� ��都b�1974 ��田��1967 ��塔"�*�� ��YOﾈ�)*ﾉ$ｨﾘxﾏij�亂��ﾈ�i(i?ｩ*亂s�塔#��#���i{ﾂ�

谷汲植物園 冲ｹN8ﾅ9$ｨｸ)�ｨ�冲ｹN9�ﾂ�*ﾈ�｢� ��都b�1974 ��田��1967 ��谷汲ゆり園（1996～）か ��Y$ｨｸ)�ｨ,�8ﾈ､38ﾊyeﾉ�X,ﾉU8ﾘx���Y$ｨｸ(.H.���b�4��ｸ7h98�i(i?ｩ*亂s�涛c�c###�{ﾂ�

飛山民俗館 �i68ﾅ8ｾ��)*ﾈ��ｩ�8�8�｢�1985 ��都b�1974 �� ���� ��

日本自動車館 ��Ynﾈﾅ8ｷｹ�ｨ�俘(�(�8�｢� ��都b�1974 �� ���� ��

日本歴史館 �(髦�2�1985 �� �� �#����*��看板表記によると可児町（1955－82）期 開館 2015看板現存 ��X-H.x,�,h7�8X�ｸ5x4�8�?ｩgｹ��讓ｭ��ih�?ｩ*亂r��涛3�c�s�y{ﾂ��Y?ｩgｹ��讓ｭ���(髦�8�ｨ�(髦ｻﾙ7��讓ｭ��hｯ)Xﾉuｹ�v未��涛s�s�c�{ﾂ�

濃飛甲高研究所展示室 弍)Xﾈ�2� ��都b�1974 ��田�� ����吉田ライブラリー併設 よろいの館吉田濃飛甲高研究所とも →岐阜市歴史博物館（一部寄贈） 亳y68ﾔｹ[ﾘ�������ﾃ#��8�｢���讖[h嶌5ｨ985��ｸﾉｩ�ﾘ��OX効醜檍�xｶy68ﾔｹ[ﾙH韆ﾒ�H饂渥俔ﾉ�ｨｷ�-�mｩ����都R��Xｶy68ﾔｹ[ﾘ+8/�ｶy688�487X8�8ｨ�ｸ/�､ｩ�ﾙ�ｩnX��o��)iﾈﾟｸ/�tﾉ{�,Y�ﾘ+X�+X�i(i?ｩ*亂s�塔c���"��I{ﾂ�ｶy68ﾔｹ[ﾘ�xｮ��ﾈ�(�9Jｩ�6���.h.ｸ*(,ﾈｭ亳y68ﾙyO"�ﾖ(菜ﾊHｸh��涛(�CB�

野畠甲高美術館 俘(�(�2� ��都b�1974 �� ���� ��

羽島中学校郷土室 ��8x�2� �� ��1967 ���� ��8x�9zx秤8y(hｧxﾕｨ,ﾓ�鼎x､ｨﾕ｢�

歯の博物館 弍)Xﾈ�2�1985 �� �� �#����岐阜県歯科医師会が運営 ��X餽,ﾉH饂渥佶ｩ�ﾘ-hｯ)Xﾈ�8ﾏｸﾖ�ｸﾉ(���h5ｨ985��ｲ�>�,��hｯ)Xﾉ*亂s�塔�������{ﾂ��X餽,ﾉH饂渥佶ｩ�ﾘｪ��ﾈ-i(X���i*�?ｩuｸｪr�
1982開館 ��塔��C����i{ﾂ�

岐阜県博物館に寄贈の照会あり（受領 ��Xｯ)Xﾈ�8餽,ﾉH饂渥��i(i?ｩ*亅����塔#�S���2�
なし） 冤｢��X�x餽,ﾉH饂渥��ナ?ｩ¥(ｭ�3�D霓�*ﾘ�x餽,i�ﾈ,ﾂ�ﾉ(ﾔ��闇ｹJﾙ��*�.��hｯ)Xﾉ*亂s#�����#��閲ﾂ�

飛騨御殿 俘(�(�2�1985 �� �� ���� ��

飛騨郷土館 �i68ﾅ8岔�9*ﾈ��ｩ�8�8�｢� �� ��田��1967 ��"�1963開館 小坂郷土館（下呂市中坂町湯屋） ［参照11972中部山岳考古館→1985峰一 合遺跡考古館→1995下呂ふるさと歴史 記念館（下呂市森） ��X岔�8,ﾉO)�ｸｻﾙ7亊亂��ﾉx以靠h､ｨ�ih�?ｩ*亂r��田3�3#��){ﾂ��Y[h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉ[h嶌�(蝌,冉���Y'X侭]ｸ鮑,iO)�ｲ�ｻﾙ7亊�,ﾈﾘx琪,8*ﾘ.��hｯ)Xﾉ*亂s�田C���c��{ﾂ�

飛騨工芸館 俘(�(�2�1985 �� �� ����1975開館 ��YO)�ｹj��ﾙ�ｨ�YO)�ｸ,ﾉz)O)�ｸﾔ杏ﾈｭ冖9{�,X､ｨｭ��b�*�?ｩ*亅�肇�都S�S�C�y{ﾂ��YO)�ｸﾔ杏ﾈｭ�*ｨ4��ｸ7h98�ih�?ｩ*亂s�都S�S�R�

飛騨工匠館 俘(�(�2�1985 ��都b� �� ��塔��*��1975開館 ��YO)�ｸﾔ淫�ｭ�ﾉ�ﾉY�69uｹ+ﾘ,ﾈ��彿O)�ｸﾔ淫�ｭ�,��笹�h*ix以��8�4��ｸ7h98�i(i?ｩuｸｪs�都S�3�r��){ﾂ��YO)�ｸﾔ淫�ｭ兌hｧx,ij�ﾉV�/�ﾘx.ﾘ+���櫁ﾔ淫��ｭ��ih�?ｩ*亂s�都S�C�s�9{ﾂ��Xﾘ(�)O)�ｸﾔ淫�ｭ僵ﾈ鵫�i*�?ｩuｸｪs�塔��#�cr�{ﾂ�

飛騨集古館 ��Ynﾈﾅ9$��i�ﾉ�ｨ�俘(�"��8�｢� ��都b�1974 �� ����1970開館 ��X淤�X+X+ﾙO)�ｸ�ﾌ8ｭ�*�+x4��ｸ7h98�hｯ)Xﾉ*亂r��都��C#S�9{ﾂ��YO)�ｸ�ﾌ8ｭ俔ﾘﾌｹk韭�鳬�8,ﾉE��/��-�.��i(i?｢�*��v肇�都���#s�几ﾂ�

斐太彦天文虚 ��Ynﾈﾅ9�Hﾊ��ｨ�俘(�(�8�｢�1985 �� �� ��"�坂井義雄が旧陸軍気象観測所を転用し ��Y5i[i�H��ｴ�;�,��h.儂9�餤i5i[h��Hﾊ��ｨ廩譜廝�

て岐阜金華山天文台（岐阜市）設置 亶�-ﾘ,�:�H檠Jﾙ�ｸ�i(i?ｩ*亂s�都��c#3�9{ﾂ�
（1951づ8） ��Xﾞ(皐ｶ�u儂9�餤i5i[h��i(i?ｩ*亂s�塔���#R���{ﾂ��Y�Hﾊ��ｨ*ｨ7h8�6ﾈ5�8ｨ4X8�ﾉｩ�ﾙN9�餤i5i[h�,ﾈ���

岐阜市 劔剴�都(､ｨｭ����塔iO)�ｸ7h8�6ﾈ5�8ｨ4X8��

（公営） 
→小Iii天文台（長野県小川村） �,��i(i?ｩ*亂s�塔S���c�I{ﾂ�

飛騨風物館 俘(�(�2�1985 ��都b� �� ����1973開館 ��X�yO)�ｹYyZ渥��愛ｨｭ��i*�?ｩ*亂s�都3��3��2�{ﾂ�

飛騨民俗館 俘(�(�2� �� ��田��1967 ��"�1959開館 ��YO)�ｹj��ﾘｭ�*(-ﾈ,x*ｹ+�+X*(冓�H5x8X8亢�,ﾈ峪���ｯ���+H.ｨ.��ih�?ｩ*亅�肇�鉄���#SY{ﾂ��YO)�ｹj��ﾘｭ��yH饂渥囘���4ｹw�,ﾈ郢�ﾘ轌.�/��ﾂ�

飛騨の里（1971～）と併せて，飛騨民 ����ih�?ｩ*亂s�田����x��Y{ﾂ�
俗村・飛騨の里 ��YO)�ｹj��ﾘｭ�*ｩH饂渥兔�,兌iYH�*�.x轌.��i*�?｢�
重要有形民俗文化財・飛騨のそりコレ �*亂s�田����B�
クシヨン（1960指定）．飛騨の山村生 ��Ywｸ衙_ｸ�/��j��{�,儖)�ｹj��ﾘｭ��hｯ)Xﾉ*亂r�
産用具（1975指定）あり ��田3��#�Y{ﾂ��YO)�ｹj��ﾘｭ�#��D韭��hｯ)Xﾉ*亂s�都��c3���i{ﾂ�

飛騨民俗資料館 亳x�佛8ﾌ9�ﾉ*ﾈ�儖)�ｸ�8�｢�1985 ��都b� �� ��塔�� ��YO)�ｹj��ﾘ��{�侘9�ﾉ*ﾈ鯖Ehﾏｸ+8/��i*�?ｩ*亂r��都C�C���9{ﾂ��X鍠ﾞ�8ｨ+h,C�YD靂4末�,ﾉO)�ｹj��ﾘ��{�兔(ｭ��i(b�?ｩ*亂s�塔���#��y{ﾂ�

洞戸村民俗資料館 兀�ｵhﾅ9;Hﾌｹ�ｨ��X�8�｢� ��都b�1974 �� ���� ��

松枝小学校民俗資料館 ��8xﾅ8ｧﾘ鉑*ﾂ�1985 �� �� ��笠松町歴史民俗資料館→2015笠松町歴 史未来館 乂ﾘ鉑*ﾉzx鉙釐抦ｧxﾕｨ,ﾓ�ンH､ｨﾕ｢�

美山民俗資料館 伜(ﾊxﾅ9Oﾈ�)*ﾈ�伜(ﾊx�8�｢� ��都b�1974 �� ��"�2003山県市歴史民俗資料館・分室（山 県市葛原郷土研修室，山県市みやま ジョイフル倶楽部，山県市谷合郷土研 修室） ��

大和民俗資料館 佛8�8ﾅ9�Y���ｨ�佛8�8�8�｢�1985 �� �� ��1977明宝歴史民俗博物館 �#��Hﾅ8�8ﾅ3y*ﾉ�ｨ*ｨﾘy[��Hﾅ8�8�8,��

祐教コレクション付知峡博物 館 佝)=�2� �� ��田�� ����1968開館 亶ﾈ,hｭi��*���YWI&ﾘｺﾉH饂渥�/�(Xﾔ��hｯ)Xﾉ*亂s�田s�#�途�{ﾂ��YWI&ﾘｺﾉH饂渥嶋ﾈ�,丶ｨｭ��hｯ)Xﾉ*亅�肇�田��c�"��Y{ﾂ�

養老植物教材園 ����ﾅ9wｹ�*ﾂ� �� ��1967 ��養老公園の竹類園 �'ﾈﾊHｸh徂�Y-�H堅���,ﾈ�Y'ﾉ}餠ygｸ���b�

陸上自衛隊岐阜詮とん地美 術史料館 弍)Xﾈ�8*�� �� ��1967 ���� 凛H�8齪������,ｨ鮖)9=I&韜�{���俘��ﾈﾊy��,ｨ魎��8�ｨ,ﾓ#��h.h.�ｩLｨﾏh､｢�

陸上自衛隊岐阜駐屯地史料館 弍)Xﾈ�2� ��1974 ��田�� �� 都(,i:�+b�

講諌言瑠描線錆茜雲矧携聖栗置龍霧詔漑環艶畿譜mi（2017年1月25日閲覧）

鵠嬉轢馨繁務懇繕驚認識離箔継∨絹観鶴7年1月2湖覧）
坂井義人，2002′岐阜金華山天文台・坂井義雄の思い出（宇宙会会報17′2002．12）

坂発火斎認繋鼎天艶媚謹聴艶鴻鵠嵩端境舘薪繕艶－i離ift諜羅i（2017年1月26日閲覧）に転載
下鶉講義鶉等。鰐態睦Hお悪典籍続騰r鴇粥謹翔甜藍携爆措認諾諸1（2017年1月26日閲覧）
編集余話「後藤コレクション寄贈について」（岐阜新聞20061102）
小目貴司，2005，小川栄一日誌に見る岐阜郷土館　戦時下の博物館活動について（岐阜市歴史博物館研究紀要17，2005．3）
老田野烏館から標本・図書受入（山階鳥研NEW5　219，2008．9）

議講認諾捲嶽（特撰羅親臨借精藍鞠盤鰐霊黙認新盤，盈蕊蕗紫謝辞峨5日閲覧）
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