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令和7年(2025年） 1月1日
．ぶで滋賀県立安土城考古博物館

第1常設展示室は、リニュ ー アル後のイメ ー ジ

第130号

第1常設展示室は、現在リニューアル工事中ですが、令和7年3月18日から、展示

室内に造作した安土城天主五階部分をイメ ー ジさせる八角形のシアターで、信長や

安土城についての最新情報を最新のデジタル技術を活用して映像化し、上映します。
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特
別
陳
列
m

近
江
の
遺
跡
発
掘
調
査
®

む
し
ゅ

う
や
か
た
い
せ
き

「
中
世
の
お
金
—
虫
生
館
遺
跡
出
±
事
例
か
らー」

会
期
公口
和
6
年
12
月
4
日（
水）
＼
令
和
7
年
2
月
4
日（
火）

こ
う
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
に
せ
ん

け
ん
げ
ん
た
い
ほ
う

皇
朝
十
二
銭
の
最
後
で
あ
る
「
軋
元
大
賞」
以
降、

日

本
に
お
け
る
銭
貨
発
行
は一
旦
終
了
し、

銭
貨
の
流
通
量

も
次
第
に
減
少
し
ま
す。
し
か
し
中
世
に
入
る
と
再
び
銭

貨
の
流
通
は
増
加
し
ま
し
た。
た
だ
し
用
い
ら
れ
た
銭
貨

の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
で
発
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く、
中

国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
し
た。
海
外
か
ら
渡
来
し
た

銭
貨
が、
中
世
の
日
本
経
済
で
利
用
さ
れ
た
の
で
す。

と
こ
ろ
で
中
世
の
日
本
で
利
用
さ
れ
た
銭
貨
は、

時
と

し
て一
か
所
か
ら
大
量
に
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す。

い
っ
か
つ
し
ゅ
つ
ど
せ
ん

こ
の
よ
う
な
出
土
状
況
を
示
す
銭
貨
群
は
「一
括
出
土
銭」

ま
い
の
う
せ
ん

び

ち
く
せ
ん

と
か
「
埋
納
銭」
と
か
「
備
蓄
銭」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す。

滋
賀
県
内
に
お
い
て
も、
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
す

が、
そ
の
代
表
例
か
つ
一
度
に
見
つ
か
っ
た
枚
数
が
滋
賀

県
で
最
も
多
い
事
例
こ
そ、

野
洲
市
に
位
置
す
る
虫
生
館

遺
跡
の
出
土
例
で
す。

虫
生
館
遺
跡
の
「一
括
出
土
銭」
は
昭
和
四
四
年
（
一

九
六
九）、

個
人
住
宅
の
改
築
工
事
の
際
に、
地
下一
•
五

メ
ー
ト
ル
の
ど
こ
ろ
で
見
つ
か
り
ま
し
た。
銭
貨
は
立
っ

し
が
ら
き
や
き

た
状
態
の
信
楽
焼
の
壺
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た。
壺
の

形
態
や
中
身
の
銭
貨
の
種
類
等
か
ら、
壺
が
埋
め
ら
れ
た

時
期
は
十
六
世
紀
初
頭
く
ら
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

壺
に
収
め
ら
れ
て
い
た
銭
貨
は
推
定
四
七
四
二
枚
以
上、

銭
種
は
五
七
種
類
に
も
及
び
ま
す。
当
時
の
発
見
者
も
大

変
驚
い
た
こ
と
で
し
ょ
う。

本
陳
列
で
は
虫
生
館
遺
跡
の
「一
括
出
土
銭」
の
内、

ち
ゃ
く
し

戦
国
時
代
の
武
家
で
は、
通
常、

後
継
者
は
「
嫡
子」

と
さ
れ
て
い
ま
し
た。
「
嫡」
は
正
妻、
ま
た
は
正
妻
の
産

ん
だ
子（
と
く
に
第一
子）
を
指
し
ま
す。
こ
の
場
合
の「
子」

は
「
む
す
こ」
（
む
す
め
は
「
女」）
の
意
味
で
す
か
ら、

碁
本
的
に
は
長
男
が
嫡
子
と
な
り
ま
す。

さ
て、

織
田
信
長
の
長
男
は、

信
忠
で
す。
正
妻
の
子

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
正
妻
に
子
が
生
ま
れ
ず、
嫡
子
と

け
ん
ぶ
く

し
て
育
て
ら
れ
ま
し
た。
元
服
後
は
各
地
の
合
戦
で
経
験

か

と
く

を
積
み、
十
九
歳
で
家
督
を
継
ぎ
ま
す。
「
家
督」
は
「
嫡
子」

と
近
し
い
表
現
で
す
が、

家
（一
族）
の
長
と
し
て
の
身

分
や
権
力
を
保
証
す
る
言
葉
で
す。
家
督
継
承
者
は
財
産

み

の

お

わ
り

を
相
続
す
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す。
信
忠
は
美
浪
と
尾
張

の
地
に
加
え
て、
信
長
秘
蔵
の
刀
剣
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
重

宝」
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
で
す。

し
か
し、
そ
の
わ
ず
か
七
年
後、

会
期
公p
和
7
年
2
月
5
日（
水）
ー
3
月
18
日（
火）

特
別
陳
列
w

「
信
長
と
そ
の
息
子
た
ち」

五
七
種
類
す
べ
て
の
銭
貨

を
陳
列
し
ま
す。
そ
し
て

含
ま
れ
る
銭
貨
の
傾
向
や

近
江
に
お
け
る
他
遺
跡
の

事
例
等
か
ら、

中
世
の
日

本
で
流
通
し
た
銭
貨
の
構

成
や
そ
の
特
徴、

使
わ
れ

方
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す。
（
佐
藤
佑
樹）

信
忠
は
本
能
寺
の
変

虫生館遺跡出土 銭貨と壺（銭貨のみ陳列）

で
こ
の
世
を
去
り
ま
す。
信
長
と
侶
忠
を
同
時
に
失
っ
たのぷ

織
田一
族
で
は、

今
度
は
信
長
の
二
男、
三
男
で
あ
る
信

か
つ

の
ぶ
た
か

雄
と
信
孝
の
後
継
ぎ
争
い
が
始
ま
り
ま
す
…
…。

信
雄
ら
の
争
い
は一
族
の
問
題
に

し
ず

が

た
け

こ

と
ど
ま
ら
ず、

賤
ヶ
岳
の
戦
い
や
小

ま
き

な
が

く

て

牧・
長
久
手
の
戦
い
と
い
っ
た
日
本

史
上
の
重
要
な
戦
と
と
も
に
展
開
し

ま
す。
家
臣
に
と
っ
て
も
敵
対
勢
力

に
と
っ
て
も、

織
田一
族
の
動
向
が

重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
た
め
だ
と

言
え
る
で
し
ょ
う。

今
回
の
特
別
陳
列
で
は、

信
長
と

そ
の
息
子
た
ち、

信
忠、

信
雄、

侶

孝
に
注
目
し、

彼
ら
の
書
状
を一
挙

に
展
示
し
ま
す。

下
に
掲
げ
た
写
真
は、
信
長
の
書

状
で
す。

末
尾
に
は
有
名
な
「
天
下

い
ん
し
ょ
う

布
武」
の
四
字
を
刻
ん
だ
印
章
（
は

ぉ

ん
こ）
が
捺
さ
れ
て
い
ま
す。
展
示

で
は、
こ
う
し
た
印
章
を
意
識
し
た

と
思
わ
れ
る
息
子
た
ち
の
印
章
も
紹

介
し
ま
す。
そ
れ
ぞ
れ
の
印
面
に
刻

ま
れ
た
語
か
ら、
戦
国
時
代
を
生
き

た
彼
ら
の
思
い
を
想
像
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か。

四
人
の
文
書
が
展
示
室
に
そ
ろ
う

こ
の
機
会
を
逃
さ
ず、
じ
っ
く
り
と

見
比
べ
な
が
ら
ご
観
覧
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す。

（
瓜
生
翠）
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（
滋
賀
県
栗
東
市、

五
世
紀
中
頃）

こ

ふ
ん
ぐ
ん

新
開
古
墳
群
は、

安
養
寺
丘
陵
の
尾
根
上
に
営
ま
れ
て

か
っ
ち
ゅ
う

い
ま
す。

新
開
一

号
墳
は、

甲
冑
の
大
量
保
有
古
墳
と
し
て、

ば

ぐ

ふ
く
そ
う

．

ま
た
初
期
の
馬
具
の
副
葬
事
例
と
し
て
著
名
で
す。

二
0

メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
に
位
置
す
る
二
号
墳
か
ら
は
鉄
挺

-

0
枚
が
出
土
し
て
い
ま
す。

二
号
墳
は、

規
模
等
の
詳

も
っ
か
ん
じ
き
そ
う

い

こ
う

細
は
不
明
で
す
が、

木
棺
直
葬
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
内
か
ら、

鉄
素
環
頭
大
刀
一

本、

鉄
剣
一

本、

鉄
鏃
一

六
本、

棺
外

と
考
え
ら
れ
る
位
置
か
ら
鉄
剣
一

本、

鉄
矛
一

本、

鉄
鋸

-

0
枚
が
出
土
し
て
い
ま
す。

両
古
墳
は、

出
土
遺
物
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
五
世
紀
中
頃
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す。

新
開
二
号
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
鋸
は
紐
で
く
く
ら
れ
た

状
態
で
副
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す。

韓
国
で
は、

鉄

ば
ん
じ
ょ
う
て
っ
ぶ

鋸
や
そ
れ
に
先
行
す
る
板
状
鉄
斧
が
一

0
枚
単
位
で
納
め

ら
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら、

鉄
鎚
は
一

0
枚

単
位
で
く
く
ら
れ
て、

運
ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
ま
す。

鉄
鋸
は
古
墳
時
代
中
期
の
副
葬
品
で、

そ
の
形
状
と、

数
百
枚
ま
と
ま
っ

て
出
土
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら、

に
ほ
ん

し
ょ
き

鉄
素
材
で
あ
り、
『
日
本
書
紀』
に
あ
る
「
鉄
鎚
（
ね
り
が
ね）
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た。

同
様
の
形
状
の
鉄
艇

か

や

し
ら
ぎ

は
韓
国
東
南
部、

加
耶
や
新
羅
と
い
っ
た
地
域
の、

ほ
ぼ

同
時
代
の
古
墳
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す。

多
く
の
鉄
艇
は、

韓
国
東
南
部
か
ら
日
本

列
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
鉄
素
材
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

資
料
紹
介

し

ん

が

い

ご

う

ふ

ん

て
っ

て
、

新
開
こ
号
墳
出
t
鉄
鋸

栗東町新開2号墳鉄梃

ま
し
た。

し
か
し、

鉄
鋸
が
鉄
素
材
で
あ
る
と
す
る
学
説
に
は、

異
議
を
唱
え
る
声
が、

特
に
日
本
の
古
墳
時
代
の
鉄
・

鉄

器
生
産
を
対
象
と
す
る
研
究
者
か
ら
上
が
っ

て
い
ま
す。

り

き

そ
の
主
な
根
拠
は、

鉄
鋸
の
中
に
は、

実
用
利
器
と
し
て

は
使
用
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い、

非
常
に
柔
ら
か
い

も
の
が
一

定
饂
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す。

つ
ま
り、

鉄
挺
は
利
器
素
材
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
唱
え
る
の
で
す。

鉄
の
生
産
・

流
通
・

所
有
の
解
明
は、

古
墳
時
代
研
究

の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す。

古
墳
時
代
の
鉄
素
材
を
考
え
る

鍵
が、

新
開
二
号
填
の
鉄
鋸
と
周
辺
の
鉄
器
生
産
の
様
相

か
ら
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
（
大
道
和
人）

昨
今
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
く、

多
く

の
城
跡
で
＞
R
（
仮
想
現
実
：

か
つ
て
の
景
観
を
C

G

で
再

現
す
る
も
の）
や
A
R
（
拡
張
現
実

益
現
実
の
景
色
に
か
つ

て
の
姿
を
C

G

で
合
成
す
る
も
の）
を
活
用
し
た
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
公
開
さ
れ、

築
城
当
時
の
姿
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す。
「
幻
の
安
土
城」

復
元
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
も、

今
は
失
わ
れ
た
安
土
城
の
姿
を、

デ
ジ
タ
ル
で
再
現
す
る

た
め、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
制
作
を
行
っ
て
い
ま
す。

安
士
城
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は、

安
土
城
跡
の
見

学
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
設
定
さ
れ
た
16
カ
所
の
見
え
る
化
ス

ポ
ッ
ト
で、

建
物
の
復
元
C

G

や
発
掘
調
査
の
成
果
な
ど、

様
々
な
情
報
を
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
ま
す。

ま
た、

安
土
城
天
主
に
つ
い
て
は
現
在、

複
数
の
復
元
案

が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が、

そ
れ
ら
の
C

G

を
現
地
の
天

主
台
石
垣
と
重

ね
て
見
比
べ
ら

れ
る
よ
う
な
メ

ニ
ュ

ー
も
組
み

込
む
予
定
で
す。

ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
公
開

は
令
和
7
年
10

月
の
予
定
で
す。

期
待
し
て
お
待

ち
く
だ
さ
い
。

（
滋
賀
県
文

化
財
保
護
課）

アプリケ ー ションのイメ ージ

「
幻
の
安
士
城」
見
え
る
化
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン



「
あ
の
遺
跡
は
今

！」

は 、

文
化
財
を

身
近
に
感
じ
て
も
ら

う
イ
ベ
ン
ト
と
し
て 、

今
後
も
開
催
し
て
い

き
ま
す 。

（
公
益
財
団
法
人
滋

賀
県
文
化
財
保
護
協

会
企
画
整
理
課

安
土
分
室）

専攻生による展示解説

瓦キ ーホルダー作り

あ
の
遺
跡
は
今
，·
P
a

rt
31

整
理
室
へ
よ
う
こ
そ
”"

ー
見
て
・

触
れ
て
．

感
じ
る
考
古
学
ー

を
開
催
し
ま
し
た

公
益
財
団
法
人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
で
は 、

館
内
に
あ
る
整
理
室
を
特
別
に
公

開
す
る
イ
ベ
ン
ト
「
あ
の
遺
跡
は
今
！」

を
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す 。

例
年 、

夏
休
み

に
合
わ
せ
た
7
月
の
開
催
で
し
た
が 、

31
回
目
と
な
る
今
年
は 、

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
工
事

に
よ
る
休
館
が
明
け
た
10
月
紅
日（
日）
・

14
日（
月
・

祝）

に
開
催
し 、

五
0
0
名
近

い
方
た
ち
に
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た 。

遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
出
土
品
の
展
示
コ
ー

ナ
ー

で
は 、

現
地
調
査
の
写
真
パ
ネ
ル

と
調
査
員
や
考
古
学
専
攻
生
に
よ
る
詳
し
い
解
説
付
き
で 、

佐
和
山
城
跡
（
彦
根
市）

な
ど
か
ら
見
つ
か
っ
た
本
物
の
出
土
品
を
間
近
に
ご
覧
い
た
だ
き 、

大
変
好
評
で
し
た 。

ま
た 、

出
土
品
の
接
合
や
実
測
·

注
記
な
ど
の
整
理
作
業
の
公
開
も 、

毎
回
人
気
が

あ
る
コ
ー

ナ
ー

で
す 。

調
査
ス
タ
ッ
フ
の
熟
練
の
ワ
ザ
に
感
心
す
る
だ
け
で
な
く 、

体

験
コ
ー

ナ
ー

で
実
際
に
作
業
す
る
こ
と
で 、

そ
の
難
し
さ
や
大
事
さ
も
感
じ
て
い
た
だ

き
ま
し
た 。

体
験
コ
ー

ナ
ー

で
は
古
代
の
瓦
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
と
古
代
の
勾
玉
を
作
る
ブ
ー

ス
も
設

け
ま
し
た
が 、

事
前
に
チ
ラ
シ
を
見
て
興
味
を
持
っ
た
た
く
さ
ん
の
親
子
連
れ
が
参
加

さ
れ
ま
し
た 。

本
物
の
よ
う
に 、

時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
仕
上
げ
る
方
が
た
く
さ
ん
お

ら
れ
ま
し
た 。

I 特別陳列IV信長とその
［
息子t且□一□書し『4日（月・祝）1

3月 2月

31
日（
月）

10
日（
月）

16
日（
日）

17
日（
月）

18
日（
火）

24
日（
月）

休
館
日

休
館
日

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー

プ
ン

3
日（
月）

休
館
日

休
館
日

臨
時
休
館

休
館
日

25
日（
火）

10
日（
月）

17
日（
月）

休
館
日

休
館
日

休
館
日

8
日（
土）

3
日（
月）

休
館
日

連
続
講
座
rn
「
信
長
家
臣
た
ち
の
苦
闘」
③

「
信
長
家
臣
団
の
破
綻

ー
山
崎
合
戦
か
ら
賤
ヶ
岳
合
戦
へ
の
道
S」

講
師
…

太
田
浩
司
氏

（
淡
海
歴
史
文
化
研
究
所
所
長）
〈
当
日
受
付〉

．
 

14
日（
火）

20
日（
月）

27
日（
月）

休
館
日

休
館
日

休
館
日

11
日（
土）

月1-

S
4
日（
土）

6
日（
月）

年
末
年
始
休
館

休
館
日

連
続
講
座
III
「
信
長
家
臣
た
ち
の
苦
闘」
②

「
明
智
光
秀
の
丹
波
攻
め」

講
師
…

太
田
浩
司
氏

（
淡
海
歴
史
文
化
研
究
所
所
長）
〈
当
日
受
付〉

博

物

館

の

主

な

催

し

※シアタ ーは事前予約が必要です。

※連続講座の会場は当館セミナールームです。

※事清により行事内容や日時・講師が変更になることがあります。 最新の情報は当館ホームページでご確認ください。

※滋賀県立安土城考古博物館は公益財団法人滋賀県文化財保護協会が指定管理をしています。
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