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話題のひろば

朱し
ゅ
う
る
し
ぬ
り

漆
塗
の
刀と

う
そ
う装

　
刀
剣
を
収
め
る
鞘さ

や

や
柄つ

か

、鐔つ
ば

な
ど
の
外
装
を
、刀
装
あ

る
い
は
拵

こ
し
ら
えと

呼
び
ま
す
。

　
彦
根
城
博
物
館
に
は
、彦
根
藩
井
伊
家
伝
来
の
刀
装
が

１
０
０
件
以
上
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、そ
の
多
く
は
江
戸
時

代
後
期
に
調
え
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
中
に

は
、桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼる
作
例
が

い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、こ
の
う
ち
の
２
組
の
刀
装
を
紹
介
し
ま
す
。

　
１
組
目
は
、写
真
の
刀
装
で
す
。
鞘
と
柄
に
巻
か
れ
た

鮫
皮
と
に
朱
漆
を
塗
り
、
鞘

の
末
端
に
は
、
渦う

ず

巻ま

き
を
表

し
た
金
具
を
嵌は

め
て
い
ま
す
。

制
作
年
は
明
確
に
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
作
風
か
ら

桃
山
時
代
あ
る
い
は
江
戸
時

代
初
期
の
制
作
と
見
ら
れ
ま

す
。

　
も
う
１
組
は
、
正
保
４
年

（
１
６
４
７
）
に
調
え
ら
れ
た

も
の
で
す
。
写
真
の
刀
装
と

同
様
の
形
式
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
刀
装
は
、

写
真
の
作
品
を
模
し
て
作
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
古
く
か
ら
刀
装
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
が
施
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
桃
山
時
代
に
は
、鞘
を
金
や
漆
で
彩
り
、

柄
に
巻
か
れ
た
鮫
皮
に
も
漆
を
塗
る
な
ど
、色
鮮
や
か
な

刀
装
が
数
多
く
登
場
し
ま
し
た
。
し
か
し
、大
坂
の
陣
が

終
結
す
る
と
、江
戸
幕
府
は
刀
剣
や
刀
装
の
形
式
の
統
一

を
計
り
ま
す
。
特
に
、江
戸
時
代
前
期
に
は
、し
ば
し
ば

鞘
の
色
や
鐔
の
形
に
関
す
る
禁
令
が
発
せ
ら
れ
、元
和
９

年
（
１
６
２
３
）
や
正
保
２
年
に
は
、
黄
や
朱
の
鞘
、
大

鐔
な
ど
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
で
、正
保
４
年
に
朱
漆
塗
の
刀
装
が
調
え

ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
正
保
４
年
頃
は
、

写
真
の
刀
装
が
制
作
さ
れ
た
時
代
と
異
な
り
、大
き
な
戦

乱
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、先
に
幕
府
か
ら
禁
令

が
出
て
い
る
こ
と
、さ
ら
に
幕
政
の
中
心
で
井
伊
家
が
活

躍
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、着
用
の
た
め
に
制
作
し

た
と
は
考
え
に
く
い
状
況
で
す
。
こ
の
頃
、彦
根
藩
で
は

保
管
さ
れ
て
い
る
武
具
の
状
態
を
確
認
し
て
お
り
、修
繕

や
新
調
を
実
施
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
正
保
の
刀
装
も
、

そ
の
一
環
と
し
て
旧
来
の
作
品
を
参
考
に
制
作
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

 【
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　
古
幡
昇
子
】

▲︎朱漆塗蛭巻鞘大小拵

写
真
の
作
品
は
、企
画
展
「
拵
―
井
伊
家
伝
来
刀
装
選
―
」

で
７
月
17
日
㈮
～
８
月
18
日
㈫
の
期
間
、
展
示
し
ま
す

（
期
間
中
無
休
）

第286回

常
設
展
示
の
名
品

FAX

企

画

展

■ 7月15日㈬、同16日㈭は、展示替えのため、一部休室します。

常設展示「“ほんもの"との出会い」では、譜代
大名筆頭・井伊家に伝来した名宝を中心に80点あ
まりを展示しています。

8月18日㈫まで

染付近江八景図敷瓦
そ め つ け お う み ず し きがわらは っ け い

鉄風炉の下に敷く板。表面
に、近江八景(おうみはっけい)
の図を鮮やかな藍色で描いて
います。
彦根藩の御用絵師でもあっ

た狩野永岳(かのうえいがく)の
下絵をもとに、中国の景徳鎮
窯(けいとくちんよう)の陶工(と
うこう)・陶貞(とうてい)が制作
した作品です。

大名家伝来の刀の拵(こしらえ)には、漆芸や彫金(ちょう
きん)などの技術の粋(すい)を集めた装飾が多く見られます。
特に彦根藩井伊家の拵は、鞘塗(さやぬり)の技巧を凝らし
たものに富み、全国的にも稀有(けう)な存在です。本展で
は、その中から選りすぐりの名品を公開します。

  7月17日㈮～8月18日㈫
「拵 ―井伊家伝来刀装選―」

こしらえ い い け で ん ら い せ んそ うと う

彦根城博物館管理課
広報ひこね（7月1日号）掲載記事文字校正
6月15日（月）12時までにご確認ください

▲染付近江八景図敷瓦▲金平目地鞘細太刀拵

博物館だより

※新型コロナウイルス感染症関連
情報の専用ページをトップページ
に設けています（　　　　の部分）。
随時、情報を掲載していますので
ご覧ください。

▲パソコン画面

※

▲スマートフォン画面

※

　公益社団法人日本広報協会が主催する「令和
2 年全国広報コンクール」のウェブサイト部門

（市部）で、本市のホームページが入選しました。
　「広報コンクール」では、毎年地方自治体の広
報作品（広報紙・ウェブサイト・広報写真・広報企画・
映像）について審査を行い、優秀団体を表彰して
います。
　彦根市ホームページは昨年の 8 月末にリ
ニューアルし、デザインの刷新や情報を探しや
すくするための機能の追加、子育て応援サイト
や外国人定住者向けサイトの新設などを行いま
した。
　今後も引き続き、市民の皆さんにとって親し
みやすいホームページになるよう努めていきま
す。

全国広報コンクールで
彦根市のホームページが

入賞しました

　彦根城では、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、休止していた天守など建物へ
の入場を６月 15 日から再開しました。
　お休みしていた「ひこにゃん」も、天守前
や博物館（冠木門）での登場を６月 15 日から
再開しています。
※ひこにゃんの登場場所は、天候などによっ
て決定しますので、ひこ
にゃん公式サイトで随時ご
確認ください。

彦根城の公開＆
「ひこにゃん」の登場が
再開！

ひこにゃん公式サイト▶︎


