
9 広報ひこね　平成15年４月１日

博物館だより

開催中（４月８日㈫まで）

「雛
ひな

と雛道具」

4月11日㈮～5月13日㈫

「和
わ

様
よう

の心
－井伊家伝来能装束から－」
☆かつては日本人の身近に
あった四季の草花や、な
にげない品物をデザインする和様文様。やさしく、心落ち着
く和様の美を、能装束に探ります。

テ

ー

マ

展

長
ちょう

絹
けん

紫
むらさき

地
じ

枝
し

垂
だれ

桜
ざくら

と霞
かすみ

文
もん

様
よう

（彦根城博物館蔵）

開館時間 8：30～17：00（入館は16：30まで）
休 館 日 4月に休館日はありません。（ただし、4月８日㈫～同
10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）

第32回

彦根城能
5月10日㈯ 13：00～

演目・出演
観世流　能「俊

しゅん

寛
かん

」落
らく

葉
よう

之
の

伝
でん

橋本雅夫ほか
大蔵流 狂言「寝

ね

音
おん

曲
ぎょく

」
茂
しげ

山
やま

千
せん

之
の

丞
じょう

ほか
観世流　能「殺

せっ

生
しょう

石
せき

」白
はく

頭
とう

井上裕
ひろ

久
ひさ

ほか

指定 A席5,000円
B席4,500円
【4月10日㈭発売開始】

※博物館窓口では取り扱いま
せん。
問い合わせ先 ひこね市文化
プラザ☎26-8601

第31回彦根城能から

4月９日㈬～5月12日㈪

国宝　彦根屏
びょう

風
ぶ

☆年に１度の公開です。どうぞ
お見逃しなく。

4月11日㈮～5月13日㈫

大名物
おおめいぶつ

宮
みや

王
おう

肩
かた

衝
つき

茶
ちゃ

入
いれ

常
設
展
示
の
名
品

国
宝
彦
根
屏
風
︵
部
分
︶

４月12日㈯ 14：00～
ギャラリートーク・テーマ展「和様の心－井伊家伝来能装束から－」

本館学芸員　齋藤　望（さいとう のぞむ）

５月 5日㈷ 10：00～、13：30～（２席）
「親子で楽しむお茶会体験」
☆申込方法など詳しいことは、10ページをご覧ください。

催
し
物

観覧料が
必要です

市
で
は
、
市
民
の
文
化
活
動
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、
市
内
の
文
化
団
体
が
実
施

す
る
事
業
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
団
体

市
内
に
本
拠
地
を
置
く

文
化
団
体

補
助
対
象
事
業

市
内
で
文
化
団
体
が
自

ら
主
催
し
て
日
ご
ろ
の
活
動
の
成
果
を

広
く
市
民
に
発
表
、公
開
す
る
事
業
で
、

補
助
対
象
経
費
が
５
万
円
以
上
の
も
の

（
た
だ
し
、
他
の
補
助
金
を
受
け
て
い

る
事
業
は
除
き
ま
す
。）

※
対
象
と
な
る
文
化
活
動
の
範
囲
や
補
助

対
象
経
費
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
平
成
15
年
度
事
業
で
１
団
体
に
つ
き
１

事
業
に
限
り
ま
す
。

※
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業
、
特
定
の
団
体
の
宣
伝
を
目
的
と
す
る

事
業
、
政
治
的
・
宗
教
的
な
宣
伝
意
図
を
持
つ
事
業
な
ど
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
の
額

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万
円
を
限

度
と
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
申
し
込
み
が
多
数
の
場
合
は
、
５
万
円
よ
り
少
額
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法

４
月
25
日
㈮
ま
で
に
、
所
定
の
補
助
金
希
望
調
書
（

教
育
委
員
会
事
務
局
〈
市
民
会
館
２
階
〉、
各
地
区
公
民
館
、
市
役
所

１
階
受
付
、
支
所
・
各
出
張
所
、
市
立
図
書
館
、
ひ
こ
ね
市
文
化

プ
ラ
ザ
学
習
情
報
コ
ー
ナ
ー
に
あ
り
ま
す
。）
に
必
要
な
書
類
を

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
金
の
交
付
ま
で

提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
審
査
し
、
補
助

金
を
交
付
す
る
団
体
お
よ
び
金
額
を
内
定
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体

に
通
知
し
ま
す
。
補
助
金
の
交
付
は
、
事
業
の
実
績
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
後
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
☎
◯　24　
７
９
７
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
☎
◯　 23　
９
１
９
０
番

※
入
場
券
の
お
求
め
は
、
ひ
こ
ね
市
文
化
プ
ラ
ザ
チ
ケ
ッ
ト
セ
ン
タ
ー
で
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雅が

楽が
く

で
は
、
竜り

ゅ
う

笛て
き

と
狛こ

ま

笛ぶ
え

、
神
楽

か
ぐ
ら

笛ぶ
え

の
三
種

の
竹
製
の
横
笛
を
使
い
わ
け
ま
す
。

竹
の
上
に
細
い
樺か

ば

（
桜
の
樹
皮
）
が
巻
い
て

あ
る
の
で
、
実
の
と
こ
ろ
構
造
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
の
で
す
が
、
子
細
に
見
る
と
、
一
本
の
竹

か
ら
作
ら
れ
た
も
の
と
、
い
く
つ
か
の
部
材
か

ら
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

後
者
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、表
皮
を
削
り
、

縦
に
割
っ
て
整
形
し
、
あ
る
い
は
、
本
体
と
頭

部
を
別
材
と
し
て
繋つ

な

ぐ
な
ど
、
意
外
と
細
か
な

細
工
が
施
し
て
あ
り
ま
す
。

適
当
な
長
さ
や
太
さ
の
竹
を
切
り
取
っ
て
、

吹ふ
き

口ぐ
ち

と
指ゆ

び

孔あ
な

を
穿う

が

っ
た
だ
け
の
単
純
な
つ
く
り

か
ら
、
よ
り
よ
い
音
を
求
め
て
、
笛
の
作
り
方

も
手
の
込
ん
だ
仕
様
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
写
真
の
竜
笛
は
、
四
つ
の
パ
ー

ツ
か
ら
な
る
と
い
う
変
わ
り
種
で
す
。
な
ぜ
、

わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

楽
器
の
中
で
類
例
を
捜
す
と
、
三し

ゃ

味み

線せ
ん

の
継つ

ぎ

棹ざ
お

が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
携
行
に
便
利
な
よ
う

に
棹
の
部
分
を
い
く
つ
か
に
分
け
て
、
コ
ン
パ

ク
ト
に
収
納
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
長
さ
約
40
㎝
ば
か
り
の
竜
笛
の
場

合
、
継
笛
と
す
る
こ
と
で
、
持
ち
運
び
が
格
段

に
便
利
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
構
造

が
複
雑
に
な
る
ぶ
ん
、
音
色
に
微
妙
な
影
響
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
笛
が
作
ら
れ
た
最
大
の
理
由
は
、
外
見

か
ら
は
、
ふ
つ
う
の
笛
に
し
か
見
え
な
い
も
の

が
、
実
は
精せ

い

緻ち

な
細
工
を
凝
ら
し
た
つ
く
り
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

笛
師
の
「
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
ま
す
よ
」
と

い
う
、
自
己
主
張
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
を
使
う
人
や
種
明
か
し
を
見
せ

ら
れ
た
人
た
ち
の
側
か
ら
い
う
と
、
そ
ん
な
仕

掛
け
を
受
け
入
れ
て
楽
し
む
心
理
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

楽
器
の
本
質
か
ら
は
ず
れ
た
遊
び
の
部
分
で
、

こ
の
笛
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
笛
筒
も
、
四
つ
の
短
い
管
を
繋
い
だ

形
と
し
ま
す
。
一
見
、
地
味
で
す
が
、
黒
漆う

る
し

の

地
に
金
の
蒔ま

き

絵え

で
施
し
た
文
様
は
、
な
か
な
か

に
趣
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
向
か
っ
て
左
の
管
は
梅
と
桜
の
花
で

春
。
次
が
尾
長
鳥
。
三
つ
め
は
秋
の
落
ち
葉
。

イ
チ
ョ
ウ
、
マ
ツ
、
ク
ヌ
ギ
、
カ
エ
デ
に
、
ド

ン
グ
リ
が
加
わ
り
ま
す
。
春
秋
で
四
季
の
循
環

を
、
尾
長
鳥
で
瑞
祥
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

最
後
は
月
。
水み

な

面も

に
映
る
月
影
を
銀ぎ

ん

泥で
い

で
描

き
ま
す
。と
こ
ろ
が
笛
筒
を
裏
返
し
て
み
る
と
、

上
部
の
雲
間
に
銀
製
の
三
日
月
の
金
具
が
嵌は

め

込
ん
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
裏
の

二
つ
の
月
で
、
天
と
地
の
広
大
さ
を
表
現
し
て

い
る
の
で
す
。

見
え
な
い
部
分
に
技
を
仕
込
み
、
ま
た
直ち

ょ
く

裁せ
つ

に
美
を
謳う

た

い
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
小
さ
な

器
物
に
大
き
な
世
界
を
あ
ら
わ
し
て
み
せ
た
と

こ
ろ
に
、
江
戸
時
代
の
捻ひ

ね

り
の
利
い
た
美
意
識

の
一
端
を
見
る
感
が
あ
り
ま
す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員
　
齋さ

い

藤と
う

望の
ぞ
む

）

写
真
の
笛
は
、
彦
根
城
博
物
館
の
常
設
展
示

﹁
雅
楽
の
伝
統
﹂
で
４
月
９
日
㈬
か
ら
５
月

12
日
㈪
ま
で
展
示
し
ま
す
︵
期
間
中
無
休
︶。

▲竜笛（継笛） 江戸時代　（彦根城博物館蔵）
左上は笛筒

▼上の笛をばらばらにしたところ

技

を

誇

る
　-

継つ
ぎ

笛ぶ
え-

第80回


