
堺さ
か
い

環か
ん

濠ご
う

都と

市し

遺い

跡せ
き（
S
K
T
）で

は
、47
年
前
に
調
査
が
開
始
さ
れ

て
以
降
、こ
れ
ま
で
に
1
3
0
0

地
点
を
超
え
る
立
会
調
査
や
発
掘

調
査
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
発

掘
調
査
で
は
、15
世
紀
か
ら
17
世

紀
初
頭
に
自
治
都
市
・
貿
易
都
市

と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
当
時
を
物

語
る
数
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て

い
ま
す
。

な
か
で
も
、武た

け

野の

紹じ
ょ
う

鷗お
う

や
千
利

休
な
ど
の
茶
人
が
活
躍
し
た
堺

で
は
、「
茶
の
湯
」に
関
連
す
る
陶

磁
器
が
多
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、

第8号

上：志野茶碗（SKT218）
中：軟質施釉陶器茶碗（SKT428）、瀬戸美濃茶入（SKT344）、志野茶入蓋（SKT263）
下：懐石道具
堺市文化財課蔵

茶
の
う
つ
わ 

― 

堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
名
品 

―

企
画
展
特
集

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
に
よ
り

「
数
寄
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
茶
の

湯
が
始
ま
っ
た
」と
さ
れ
る
堺
の

町
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
ま
す
。

本
展
で
は
、利
休
没
後
の
慶
長

年
間（
1
5
9
6
～
1
6
1
5
）に

堺
の
町
衆
が
使
用
し
て
い
た
、い

わ
ゆ
る「
織
部
様
式
」と
さ
れ
る

茶
陶
約
1
0
0
点
を
展
示
い
た

し
ま
す
。
産
地
や
形
の
異
な
る
多

様
な
陶
磁
器
を
組
み
合
わ
せ
て
、

独
自
の
美
意
識
や
鑑
賞
眼
で
新

た
な
茶
の
湯
を
創
造
し
た
時
代

の
空
気
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

ま
た
実
際
の
出
土
品
に
触
れ
て

い
た
だ
く「
触
れ
る
茶
陶 

― 

桃
山
時
�

代
を
体
感
し
よ
う 

―
」と
、来
館
者
の
�

皆
さ
ま
に
投
票
し
て
い
た
だ
く「
あ

な
た
の
推
し
う
つ
わ
教
え
て
く
だ

さ
い
～
M
y  

F
a
v
o
r
i
t
e 

V
e
s
s
e
l
～
」を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、ふ
る
っ
て
ご
体
験・ご
参
加

く
だ
さ
い
。

�

（
堺
市
文
化
財
課
学
芸
員　

相
馬
勇
介
）

目次
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2

な
ど
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。（
出
品
資
料
を
見
な
が
ら
）し
か
し
、

昔
の
器
は
大
き
い
で
す
ね
。
武
将
た
ち
が
軍
事
会
議
を
し
な
が

ら
茶
を
飲
む
よ
う
な
男
の
世
界
の
器
だ
っ
た
の
で
大
き
か
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
今
は
も
ち
ろ
ん
女
性
で
お

茶
を
さ
れ
て
い
る
方
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、手
に
馴
染

む
持
ち
や
す
い
小
ぶ
り
な
お
茶
碗
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

相
馬　

本
田
山
先
生
は
陶
芸
教
室
を
主
宰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、茶

碗
を
作
る
と
き
生
徒
さ
ん
に
は
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
か
。

本
田
山　
「
中
の
形
を
作
り
な
さ
い
」と
指
導
し
て
い
ま
す
。
初

心
者
の
方
は
飲
み
口
が
厚
く
、腰
部
分
が
薄
い
茶
碗
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
外
の
形
は
後
か
ら
削
れ
る
の
で
、

ま
ず
は
茶
が
注
が
れ
る
中
の
形
か
ら
作
る
よ
う
に
助
言
し
て
い

ま
す
。

相
馬　

先
日
展
示
会
に
お
邪
魔
し
た
時
に
、本
田
山
先
生
が
生
け

ら
れ
た
花
と
花
入
を
拝
見
し
ま
し
た
。
普
段
は
遺
物
と
し
て
花

の
な
い
状
態
で
花
入
を
見
て
い
る
の
で
す
が
、や
は
り
花
入
は
花

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
映
え
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

本
田
山　

花
を
生
け
る
と
き
、さ
ま
ざ
ま
な
器
を
使
い
ま
す
が
、

花
に
合
わ
せ
て
器
を
選
び
ま
す
。
花
入
が
主
張
す
る
と
花
が
負

け
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

相
馬　

花
入
は
今
回
の
展
示
品
の
中
で
も
、た
く
さ
ん
の
種
類
を

展
示
す
る
予
定
で
す
。

● 

堺
の
土
を
使
っ
た「
堺
焼
」に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

け
ま
す
か
。

本
田
山　

7
年
前
に
受
け
た
取
材
が
き
っ
か
け
で
、堺
の
土
を
使

っ
た
茶
陶「
堺
焼
」を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
堺
の
書
道
家
の
永
田

峰
亭
先
生
に
字
を
書
い
て
い
た
だ
き
判
子
を
作
り
、印
を
押
し
て

い
ま
す
。
堺
に
は
昔
か
ら
焼
き
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、い
ま
の「
堺

焼
」を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
毎
年
10

月
に
は
、さ
か
い
利
晶
の
杜
で
公
開
し
て
お
り
、今
年
も
展
示
し

ま
す
。
堺
の
土
で
つ
く
る「
楽
焼
」と
、堺
の
粘
土
を
釉
薬
に
し
た

「
伊い

羅ら

保ぼ

」の
２
種
類
の
茶
碗
を
作
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
南
区

の
大お

庭ば

寺で
ら

遺
跡
か
ら
出
た
土
を
い
た
だ
い
て
、茶
碗
作
り
の
材
料

に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
は
中
区
の
土ど

塔と
う

周
辺
や
南
区
の
ハ
ー
ベ

ス
ト
の
丘
辺
り
の
粘
土
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、大
庭
寺
の
土
が

相
馬　

今
秋
、中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
都
市
と
し
て
繁
栄
し
た

堺
で
育
ま
れ
た
茶
の
湯
文
化
を
紹
介
す
る
企
画
展
を
開
催
し
ま

す
。
堺
環
濠
都
市
遺
跡
を
発
掘
調
査
す
る
と
、お
び
た
だ
し
い
数

の
茶
の
湯
に
関
係
す
る
遺
物
が
出
土
し
ま
す
。
出
土
品
の
多
く

は
破
片
で
、そ
れ
ら
を
接
合
し
、石
膏
で
補
填
な
ど
し
て
本
来
の

形
に
復
元
し
て
い
き
ま
す
。
現
在
の
町
の
地
下
に
は
、慶
長
20

（
1
6
1
5
）年
に
大
坂
夏
の
陣
に
よ
っ
て
堺
の
ま
ち
が
火
災
に

あ
っ
た
当
時
の
生
活
面
が
真
空
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
状
態
で
残

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、焼
け
た
土
の
中
か
ら
は
当
時
の
茶
人

や
商
人
が
使
っ
て
い
た
茶
道
具
が
出
土
し
ま
す
。
昔
も
今
も
茶

道
具
は
大
事
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、蔵
な
ど
の
遺
構
に
納
め
ら

れ
た
状
態
で
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、そ
の
慶
長
20
年
に

被
災
し
た
花
入
や
水
指
、懐
石
道
具
な
ど
の
茶
陶
を
約
1
0
0
点

展
示
し
ま
す
。
堺
で
出
土
す
る
茶
道
具
の
特
徴
は
、国
産
の
も
の

か
ら
海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
名
品
が

集
ま
っ
て
お
り
、多
様
な
産
地
の
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

本
田
山　

中
国
や
朝
鮮
か
ら
渡
っ
て
き
た
丼
鉢
な
ど
が
茶
碗
に

見
立
て
ら
れ
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
利
休
さ
ん
以
降
の

時
代
で
す
が
、も
ち
ろ
ん
利
休
さ
ん
の
影
響
が
あ
っ
た
時
代
の
茶

道
具
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

相
馬　

は
い
、慶
長
20
年
に
は
、利
休
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、

利
休
の
弟
子
で
あ
っ
た
古
田
織
部
の
時
代
に
な
り
ま
す
。

本
田
山　

良
い
も
の
は
残
さ
れ
て
、お
茶
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
現
代
の
茶
陶
を
創
作
さ
れ
て
い
る
方

は
、桃
山
時
代
の
頃
の
茶
陶
を
手
本
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

相
馬　

桃
山
時
代
の
茶
陶
が
今
で
も
良
い
も
の
、と
さ
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
。

本
田
山　

や
は
り
形
や
色
、茶
の
湯
文
化
が
育
ま
れ
て
き
た
時
代

に
は
じ
め
て
茶
の
湯
専
用
に
作
ら
れ
た
器
だ
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
も
茶
陶
を
つ
く
る
時
は
、本
を
み
て
大
き
さ

   TA
L

K
   

堺
市
文
化
財
課
学
芸
員

企
画
展「
茶
の
う
つ
わ 

― 

堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
名

品 

―
」担
当
者

一
番
良
い
で
す
ね
。
し
か
し
、大
庭
寺
の
土
だ
け
で
は
、楽
焼
を

焼
く
程
度
の
低
い
温
度
で
は
焼
け
ま
す
が
、そ
れ
以
上
温
度
を
上

げ
る
と
焼
い
た
と
き
に
形
が
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
信

楽
の
粘
土
を
４
割
入
れ
て
焼
い
て
い
ま
す
。

相
馬　

泉
北
丘
陵
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
る
と
、地
盤
を
構
成
す

る
土
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
人
が
住
ん

で
い
た
丘
陵
は
石
が
多
い
強
固
な
地
盤
で
、一
方
で
低
い
谷
の
よ

う
な
場
所
は
粘
り
の
あ
る
土
で
あ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
谷
の
底

か
ら
見
上
げ
る
と（
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
操
業
し
て
い
た
）

須
恵
器
の
窯
跡
が
あ
り
、陶す

え

邑む
ら

窯か
ま

跡あ
と

群ぐ
ん

で
は
燃
料
や
土
の
性
質

な
ど
焼
き
も
の
を
つ
く
る
た
め
の
条
件
が
整
っ
て
い
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

本
田
山　

陶
邑
の
窯
な
ど
が
残
っ
て
い
た
ら
、備
前
や
信
楽
の
よ

う
に
、堺
に
も
焼
き
も
の
が
残
っ
て
い
た
の
か
な
と
想
像
し
ま
す
。

私
が
拠
点
と
し
て
い
る
中
区
の
深
井
は
、戦
前
す
べ
て
田
ん
ぼ
だ

っ
た
の
で
、そ
の
土
を
め
く
り
、粘
土
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

田
ん
ぼ
の
下
は
良
い
土
が
多
い
で
す
ね
。

相
馬　

深
井
周
辺
で
粘
土
を
採
っ
て
い
た
の
は
何
か
理
由
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
田
山　

親
父
の
時
代
か
ら
窯
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
ね
。
ト
ロ
ッ

コ
を
ひ
い
て
も
ら
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
は
じ
め
は
煉れ

ん
が瓦
を
焼
い

て
、そ
の
後
は
ご
飯
茶
碗
を
作
っ
た
り
、ガ
ラ
ス
を
溶
か
す
坩る

つ
ぼ堝

を
焼
い
て
い
ま
し
た
。
ず
っ
と
焼
き
も
の
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

家
で
も
趣
味
的
に
窯
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
ん
な
影
響
も

あ
っ
て
、手
伝
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

相
馬　

実
は
深
井
周
辺
の
堀ほ

り

上あ
げ

町ち
ょ
う

遺
跡
や
宮み
や

園ぞ
の

遺
跡
な
ど
で
行

わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の

粘
土
採
り
穴
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
他
の
遺
跡
の
調
査
で

は
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
い
の
に
、深
井
の
エ
リ
ア
に
は
か
た
ま

っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
焼
き
も
の
に
使
用
す
る
だ
け
で
は
な

か
っ
た
と
も
思
い
ま
す
が
、あ
の
辺
り
で
は
良
い
粘
土
が
採
れ
た

の
か
な
と
想
像
し
ま
す
。

本ほ
ん

田だ

山や
ま

豊と
よ

光み
つ（

陶
芸
家
）

相そ
う

馬ま

勇ゆ
う

介す
け（

堺
市
文
化
財
課
学
芸
員
）

陶
芸
家
。
ホ
ン
ダ
陶
芸
主
宰
。
堺
陶
芸
会
会
員
。
1
9
8
1
年
よ

り
父
の
豊
山
に
師
事
し
、作
陶
活
動
を
は
じ
め
る
。
1
9
8
8
年
、

大
阪
府
南
河
内
郡
千
早
赤
阪
村
に
登
り
窯
を
開
窯
。
2
0
1
3

年
、堺
の
土
を
つ
か
っ
た
茶
陶「
堺
焼
」の
復
興
に
携
わ
り
、以
降

堺
焼
の
茶
碗
を
制
作
。
2
0
1
5
年
、さ
か
い
利
晶
の
杜
に
自
ら

制
作
し
た
堺
焼
の
茶
碗
を
寄
贈
。
2
0
2
1
年
、企
画
展「
み
て

さ
わ
っ
て
堺
の
や
き
も
の
」出
品
。

企
画
展「
茶
の
う
つ
わ
―
堺
環
濠
都
市
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
名

品
―
」に
関
連
し
、陶
芸
家
と
考
古
学
専
門
の
学
芸
員
と
い
う
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
焼
き
も
の
に
接
し
て
こ
ら
れ
た
お
二
人
に
ご

登
場
願
い
、茶
室「
得と

く

知ち

軒け
ん

」で
対
談
を
行
い
ま
し
た
。こ
ち
ら
の

内
容
は
対
談
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。（
敬
称
略
）



   S
T

O
R

Y
   

学
芸
員
っ
て

ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
？
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▌企画展「茶のうつわ ―堺環濠都市遺跡から出土した名品―」
［会　期］ 令和4年9月17日（土）〜10月16日（日）
［休館日］ 第3火曜日（9月20日）
［会　場］ さかい利晶の杜 企画展示室

③現地見学会「埋もれた環濠都市遺跡を歩く」
　日時：10月1日（土） 10:00〜12:00
　集合場所：堺市役所前広場　解散場所：さかい利晶の杜
　行程：堺市役所→大小路→菅原神社→開口神社→市之町西→甲斐町西→さかい利晶の杜
　定員：30名（要事前申込、応募者多数の場合は抽選）
　参加費：無料

＊詳しくは電話（072-260-4386）またはメール（event@sakai-rishonomori.com）でお問い合わせください。
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底したうえで実施します。

［関連事業］
①学芸講座「堺環濠都市遺跡から出土した桃山茶陶」
　日時：9月25日（日） 14:00〜15:30
　会場：さかい利晶の杜　講座室
　定員：30名（要事前申込、要観覧券）
②学芸員による展示解説
　日時：9月24日（土）、10月15日（土）

各日 14:00〜（約20分程度）
　会場：さかい利晶の杜　企画展示室
　申込：不要（要観覧券）

韓
国
、ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で
焼
か
れ
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
材
料
の
土
や
作
り
方
、色
調
な
ど

が
異
な
る
た
め
、復
元
を
行
う
た
め
に
は
そ
れ
ら

の
土
器
を
観
察
し
、作
り
方
な
ど
を
学
ぶ
必
要
が

あ
り
、復
元
作
業
は
そ
れ
自
体
が
資
料
研
究
の
一

つ
と
い
え
ま
す
。

展
示
会
場
で
は
、発
掘
や
復
元
に
携
わ
っ
た
学

芸
員
に
な
っ
た
つ
も
り
で
目
の
前
の
資
料
を
詳
細

に
観
察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
豊
富
な
茶
道
具
や

そ
の
多
様
な
生
産
地
を
通
じ
て
堺
の
茶
の
湯
文
化

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

発
掘
調
査
で
は
、遺
跡（
昔
の
人
た
ち
が
生
活
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
跡
が
あ
る
場
所
）か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
遺い

物ぶ
つ（
土
器
や
石
器
な
ど
の
昔
の
人
が
使
っ

た
道
具
）が
み
つ
か
り
ま
す
が
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が

バ
ラ
バ
ラ
の
破
片
の
状
態
で
出
土
し
ま
す
。
土
器

の
研
究
者
や
見
慣
れ
た
人
な
ら
破
片
か
ら
全
体
の

形
を
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、来
館
者
に

広
く
展
示
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
に
は
、そ
の
遺
物
の
本
来
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

姿
に
戻
す
作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

発
掘
調
査
で
み
つ
か
っ
た
バ
ラ
バ
ラ
の
土
器
片

を
整
理
し
、同
じ
個
体
の
も
の
を
接
着
剤
で
接
合

し
ま
す
。
つ
ぎ
に
コ
ン
パ
ス
や
定
規
な
ど
専
用
の

道
具
を
用
い
て
、土
器
全
体
の
形
状
や
口こ

う

径け
い

な
ど

を
図
面
上
で
復
元
し
ま
す
。
そ
し
て
粘
土
等
を
板

状
に
し
、足
り
な
い
部
分
の
内
側
か
ら
形
を
整
え

て
あ
て
が
い
、石せ

っ

膏こ
う

に
水
を
混
ぜ
生
ク
リ
ー
ム
状

に
し
た
も
の
を
流
し
込
ん
で
い
き
ま
す
。
石
膏
が

凝
固
し
た
ら
当
て
具
を
外
し
、小
刀
や
彫
刻
刀
な

ど
の
道
具
を
使
用
し
、石
膏
を
削
り
ま
す
。
こ
こ
か

ら
が
特
に
重
要
な
の
で
す
が
、削
る
際
は
残
っ
て

い
る
土
器
の
形
状
や
細
部
を
よ
く
観
察
し
土
器
全

体
の
特
徴
を
考
察
し
た
う
え
で
、全
体
的
に
形
が

一
体
化
す
る
よ
う
本
来
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
形
に
仕

上
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
、残
っ
て
い
る
部
分
を

参
考
に
丁
寧
に
彩
色
し
て
作
業
は
終
了
し
ま
す
。

地
道
で
丁
寧
な
作
業
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

さ
か
い
利
晶
の
杜
の
千
利
休
茶
の
湯
館
で
展
示

し
て
い
る
陶
磁
器
の
ほ
と
ん
ど
は
堺
環
濠
都
市
遺

跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、そ
れ
ら
は
岐
阜
県
や
愛

知
県
、岡
山
県
、佐
賀
県
な
ど
日
本
各
地
で
作
ら
れ

た
も
の
で
す
。
ま
た
日
本
だ
け
で
は
な
く
、中
国
や

学
芸
員
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
内
容
に
つ
い
て
紹
介

す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
第
2
弾
は
、「
資
料
復
元
」

で
す
。
発
掘
調
査
で
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
み
つ
か

っ
た
土
器
が
ど
の
よ
う
に
し
て
博
物
館
に
展
示
さ

れ
る
か
を
お
話
し
ま
す
。

一
般
に
、博
物
館
や
資
料
館
な
ど
の
展
示
や
写

真
撮
影
に
使
わ
れ
て
い
る
土
器
な
ど
は
完
全
な
形

を
し
て
い
ま
す
が
、よ
く
見
る
と
そ
れ
ら
は
断
片

を
も
と
に
復
元
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。

  

復
元
と
は

  

復
元
作
業

⑤ 

彩
色
終
了
後
、志
野
茶
碗
の
復
元
が
完
成

③ 

粘
土
等
を
板
状
に
し
、足
り
な
い

部
分
の
内
側
か
ら
形
を
整
え
て

あ
て
が
う

④
石
膏
を
流
し
込
み
固
ま
っ
た
ら
、小 

　
刀
等
で
丁
寧
に
削
る

①
バ
ラ
バ
ラ
の
破
片
を
接
合

②
図
面
上
で
口
径
な
ど
を
復
元

田村唯史　堺市文化財課学芸員
企画展「茶のうつわ ― 堺環濠都市遺跡から
出土した名品 ―」担当者



4

10月 11月 12月 1月 2月 3月

   R
E

P
O

R
T

   

当
館
は
中
世
か
ら
続
く
環
濠
都
市

堺
の
中
心
に
位
置
す
る
宿
院
の
地
に
、

環
濠
都
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
千
利
休
と

与
謝
野
晶
子
を
顕
彰
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
当
館
の
館
蔵
品
は
、与
謝
野
晶
子
資

料
、茶
道
具
や
茶
の
湯
に
関
す
る
資
料
、

堺
の
地
域
資
料
の
３
つ
の
柱
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
か
ら
、初
公

開
資
料
を
含
む
館
蔵
品
を
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
し
紹
介
し
ま
し
た
。

与
謝
野
晶
子
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、晶

子
が
子
ど
も
の
結
婚
の
際
の
仲
人
に
お

礼
と
し
て
贈
っ
た
百
首
屏
風
や
、夫
・

寛ひ
ろ
し（

鉄て
っ

幹か
ん

）の
掛
軸
を
展
示
し
ま
し
た
。

茶
の
湯
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、平
成
30
年

度
に
堺
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
か
ら
寄
贈

い
た
だ
い
た「
千せ

ん

家け

十じ
っ

職し
ょ
く

」に
よ
る
茶

道
具
の
ほ
か
、茶
の
湯
に
関
す
る
資
料

を
展
示
し
ま
し
た
。
堺
の
地
域
資
料
の

コ
ー
ナ
ー
で
は
、堺
生
ま
れ
の
肥ひ

下げ

恒つ
ね

夫お

が
発
行
人
と
な
っ
た
文
芸
雑
誌『
コ

ギ
ト
』、堺
の
郷
土
史
研
究
者
で
あ
る

泉い
ず

本も
と

五ご

一い
ち

に
よ
る
戦
前
の
堺
の
町
を

記
し
た
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
ま
し
た
。
今

回
展
示
し
た
資
料
の
多
く
は
、近
年
ご

寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
ま
た
貴

重
な
宝
で
あ
る
館
蔵
品
を
未
来
に
伝

え
る
た
め
に
保
管
す
る
収
蔵
庫
に
も

着
目
し
、パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
し
た
。

企
画
展
に
関
連
し
て
、千
家
十
職
の

茶
道
具
を
床
で
拝
見
し
、お
茶
を
い
た

だ
く
親
子
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
普
段
は
展
示
ケ
ー
ス
越

し
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
貴

重
な
茶
道
具
を
間
近
で
見
て
い
た
だ

く
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
お
茶

の
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
、楽
し
く
お

茶
を
点
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

�

（
千
利
休
茶
の
湯
館
学
芸
員　

三
好
帆
南
）

今年度よりWEB限定公開のニュースレター「学芸WEB通信RISHO」をHPで公開しております。ぜひ本誌とあわせてご高覧ください。
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   　当館の茶室「さかい待
たい

庵
あん

」と「無
む

一
いち

庵
あん

」の間には、茶室研究者の中
なか

村
むら

利
とし

則
のり

先生（1946-2020）が 
つくられた露地（茶の湯の庭）があります。露地の苔の根はとても剝がれやすく、雑草の処理や松
葉の掃除などで簡単に抜けてしまい、そのたびに根付き直るように思いを込めながら植え直して
います。しっかり良好な状態を維持するためにも毎日の手入れが欠かせません。ミストを導入し、
新しく苔（スナゴケ、ハイゴケ）を張り替え、少しずつメンテナンスを行なっています。しっかりと
敷き詰まったスナゴケが水に濡れ柔らかく開いた状態になった時には、感動を禁じ得ません。み
なさまに美しい苔庭を見ていただけるように、これからも気持ちを込めて手入れしていきます。
※露地の一部は茶室の外から見学していただくことが可能です。

みて！みて！利晶のここ　露
ろ
地
じ

施設担当者

企
画
展「
館
蔵
の
逸
品 

― 

利
晶
の
杜
の
収
蔵
庫
か
ら
」

千
家
十
職
茶
会

レ
ポ
ー
ト

「千家十職茶会」　
協力：堺ライオンズクラブ

展示会場風景（令和4年5月14日〜6月12日開催）

11月12日（土）〜1月15日（日）  与謝野晶子の温泉紀行
〜10月16日（日）

茶のうつわ ― 堺環濠都市遺跡から
出土した名品 ―

10月19日（水）〜1月16日（月）  いきものの文様

12月21日（水）〜  千家十職の茶道具 ― かざり〜12月19日（月）  千家十職の茶道具 ― 点前

〜10月17日（月）
堺市文化財（考古学）

指定記念展示

〜10月17日（月）
姉と弟 ― 晶子の想い ―

3月4日（土）〜
3月18日（土）

さかいアートパワー

2月22日（水）〜3月21日（火・祝）
ひな人形

10月19日（水）〜11月14日（月）
  『新新訳源氏物語』 12月21日（水）〜2月20日（月）  堺の町と晶子

11月16日（水）〜
12月19日（月）

百首屏風（鼓より）

※ 都合により、展示内容の一部が変更する可能性があります。

さかい利晶の杜の露地

企画展示室 千利休茶の湯館 与謝野晶子記念館

▌千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館・観光案内展示室・企画展示室
　9：00〜18：00
　※千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館 入館は17：30まで
　※企画展示室 企画展開催中のみ開室
▌茶の湯体験施設
　10：00〜17：00

▌千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館・茶の湯体験施設・企画展示室
　第3火曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始
▌観光案内展示室
　年末年始

開
館
時
間

休
館
日


