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博物館だより

１月１日㈷～28日㈫

「唐
から

子
こ

のすがた」
☆唐子まげに唐服といういでたち
の、中国の子どもをあらわした
美術工芸品を紹介します。唐子
は、中国では、実りや子孫繁栄
を意味する吉祥を意味し、日本
ではその意味に加えて、中国趣
味という意義からも絵画や陶磁
器に盛んに描かれました。

１月31日㈮～３月４日㈫

人権学習シリーズ⑦
「異文化との出会い」
☆江戸時代の外国人・異民族
との交流の歴史を通じて、
真の国際化とは何かを考え
ます。

テ

ー

マ

展

１月 ４日㈯ 14：00～
ギャラリートーク・テーマ展「唐子のすがた」

本館学芸員　 木文恵（たかき ふみえ）

１月25日㈯ 9：00～11：30（受付時間）
子ども歴史相談室
☆学校で習った歴史や地域のむかしのようすについて、疑問に思
うことや知りたいことを、博物館の学芸員といっしょに調べま
しょう。（事前の申し込みは不要です。）

２月１日㈯ 14：00～
ギャラリートーク・テーマ展「異文化との出会い」

本館学芸員　母利美和（もり よしかず）

１
月
・
２
月
の
催
し

観覧料が
必要です

観覧料が
必要です

参加無料

唐
から

銅
かね

三
みつ

人
にん

形
ぎょう

蓋
ふた

置
おき

（彦根城博物館蔵）

雨
森

あ
め
の
も
り

芳ほ
う

洲
し
ゅ
う

画
像

︵
芳
洲
会
蔵
、
高
月
町
観
音
の
里

歴
史
民
族
資
料
館
保
管
︶

開館時間 8：30～17：00（入館は16：30まで）
休 館 日 １月に休館日はありません。ただし、28日㈫～30日㈭

は、展示替えのため一部の展示室を休室します。

観 覧 料 常設展料金　　 （ ）内は30人以上の団体料金
一　　　般　…　500円（450円）
小・中学生　…　250円（170円）

彦根城博物館は、昭和62年２月11日
に市制施行50周年を記念して開館しま
した。開館16周年に当たり、彦根を舞
台にした歴史小説「藍

あい

色
いろ

のベンチャー」
を京都新聞に連載中の作家・幸

こう

田
だ

真
ま

音
いん

さ
んをお招きして講演会を開きます。

２月８日㈯ 14：00～

「ベストセラー作家が語る…
幕末・彦根・湖東焼への

熱き思い」

幸田真音さん
（写真提供：角川書店）

会　場 彦根城博物館能舞台見所
定　員 150人

（申込者多数の場合は抽選）
受講料 無料
※ただし、観覧料が必要です。
申込方法 往復はがき往信の裏に
郵便番号、住所、氏名、電話番
号を、返信の表にも郵便番号、
住所、氏名を書いて彦根城博物
館学芸課「開館記念講演会」係
（〒522-0061 金亀町１-１）へ。
※申し込みはがきは、１人１通に
限り有効です。
申込期限 １月10日㈮（必着）
問い合わせ先 彦根城博物館学芸
課☎22-6100

開館記念講演会
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唐か
ら

子こ

の

す

が

た

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
金
地
に
鮮

や
か
な
色
彩
で
描
か
れ
た
、
新
春
に

ふ
さ
わ
し
い
き
ら
び
や
か
な
屏び

ょ
う

風ぶ

で

す
。
一
双
で
対
を
な
し
、
右う

隻せ
き

は
香こ

う

山ざ
ん

九く

老ろ
う

、
左
隻
は
群ぐ

ん

仙せ
ん

を
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。

作
者
は
江
戸
時
代
前
期
に
京
で
活

躍
し
た
狩
野

か

の

う

永え
い

納の
う

。
永
納
は
、
桃
山

期
の
初
代
山さ

ん

楽ら
く

を
祖
と
す
る
京き

ょ
う

狩
野

が

の

う

家
の
第
３
代
で
、
昨
年
当
館
の
展
覧

会
で
紹
介
し
た
９
代
永え

い

岳が

く

の
祖
先
に

あ
た
り
ま
す
。
京
狩
野
家
は
、
こ
の

画
の
よ
う
な
、
極
彩
色
の
華
や
か
な

画
風
を
お
家
芸
と
し
て
代
々
受
け
継

い
で
い
き
ま
し
た
。

香
山
九
老
図
と
は
、
唐
の
詩
人
白は

く

居き
ょ

易い

ら
９
人
の
老
士
が
、
世
俗
を
離

れ
て
香
山
に
会
し
、
名み

ょ
う

利り

を
超
越
し

た
風ふ

う

雅が

清せ
い

談だ
ん

に
ふ
け
る
姿
を
あ
ら
わ

す
も
の
で
す
。
よ
く
目
に
す
る
竹ち

く

林り
ん

七し
ち

賢け
ん

図
と
同
様
に
、
中
国
の
高こ

う

士し

を

題
材
に
し
た
画
の
ひ
と
つ
で
す
。

群
仙
図
の
ほ
う
は
、
蝦が

蟇ま

仙
人
や

李り

鉄て
っ

拐か
い

な
ど
、
特
徴
あ
る
仙
人
た
ち

の
姿
が
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
ま

す
。
制
作
当
時
は
、「
香
山
九
老
図
」

に
対
応
す
る
、
も
っ
と
気
の
利
い
た

画
題
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
が
、
今
と
な
っ
て
は
分
か
り
ま
せ

ん
。も

と
も
と
成
立
背
景
の
異
な
る
ふ

た
つ
の
画
題
で
す
が
、
い
ず
れ
の
画

に
も
、
唐と

う

服ふ
く

を
ま
と
っ
て
唐か

ら

子こ

ま
げ

を
結
っ
た
「
唐
子
」
の
姿
を
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
例

の
よ
う
に
、
唐
子
は
、
高
士
や
仙
人

に
仕
え
る
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
が

多
々
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
お
酒
を
注つ

い
だ
り
食
事
の
準
備
を
し
た
り
、
高

士
や
仙
人
の
持
ち
物
の
杖つ

え

や
七し

ち

弦げ
ん

琴き
ん

を
持
っ
た
り
と
、
甲か

斐い

甲が

斐い

し
く
仕

え
る
姿
は
、
愛
ら
し
い
だ
け

の
子
ど
も
と
は
異
な
る
、
凛り

ん

と
し
た
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

唐
子
に
は
ま
た
、
子
孫
繁

栄
と
い
う
吉き

っ

祥し
ょ
う

の
意
味
も
あ

り
ま
す
。
中
国
の
画
に
、
百

人
と
い
う
多
く
の
子
ど
も
た

ち
が
遊
戯
を
す
る
さ
ま
を
描

く
「
百ひ

ゃ
っ

児こ

図
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
描
か
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
遺
品
は
決
し

て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
代
わ
っ
て
、

少
数
の
唐
子
た
ち
が
遊
び
戯
れ
る
さ

ま
を
描
い
た
作
例
は
多
く
確
認
さ
れ

ま
す
。
多
く
の
子
ど
も
た
ち
を
描
く

こ
と
で
子
孫
繁
栄
を
願
う
は
ず
の
絵

が
、
日
本
で
は
本
来
の
意
味
は
薄
め

ら
れ
、
子
ど
も
の
可
愛
ら
し
さ
が
前

面
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

ど
ち
ら
の
意
味
に
せ
よ
、
中
国
文

化
に
対
す
る
憧し

ょ
う

憬け
い

が
連
綿
と
続
い
て

き
た
日
本
で
は
、
絵
画
や
茶
道
具
を

は
じ
め
、
美
術
工
芸
品
の
あ
ち
こ
ち

に
唐
子
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員

た
か

木き

文ふ
み

恵え

）

写
真
の
屏
風
は
、
彦
根
城
博
物
館
テ
ー
マ
展
「
唐
子
の
す
が
た
」

で
元
日
か
ら
１
月
28
日
㈫
ま
で
展
示
し
ま
す
（
期
間
中
無
休
）。

香こ
う

山ざ
ん

九く

老ろ
う

・
群ぐ

ん

仙せ
ん

図ず

狩
野
永
納
筆
　
︵
彦
根
城
博
物
館
蔵
＝
小
倉
美
津
子
氏
寄
贈
︶

上
段
が
右
隻
、
下
段
が
左
隻

第77回

左
隻
中
央
に
見
え
る
唐
子




