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確
正

な

源
起

は

明
不

本
日

は
で

集
葉
万

に

場
登

「

れ
だ
す

」
館
料
資

は

外
内
国

の
珍
い
し

簾
れ
だ
す

や
簾
、
の
造
製
に
使

た
い
て
れ
わ

具
道

や

、
類
械
機

に
れ
そ

簾
の
史
歴
を
知
た
る

の
め

献
文
や
料
資

を
ど
な

集
た
め

唯
内
国

一
の

館
料
資

だ
。

阪
大
「

で

高
番
一

い

山
剛
金

や

系
の
麓
は
に

竹
真
が
生
自

す
ま
い
て
し

。

市
野
長
内
河

や

市
林
田
富

ど
な

阪
大
の
南

部
は
で
、

を
れ
そ

用
利

て
し
竹
の
簾
く
づ

が
り
盛

り
な
に
ん

地
産
大
一
、

て
し
と

形

成

た
し
ま
き
い
て
れ
さ

」

　

内
案

て
し

下

「、

れ
だ
す

」
館
料
資

を
営
運
し

簾
剛
金
阪
大

の
造
製

一
つ

上
井
、

レ
ダ
ス

会
式
株

社
に
務
勤

る
す

輔
良
井
増

ん
さ

十
成
平
。

年
六

「

れ
だ
す

」
館
料
資

の

備
準
館
開

も
に
携

。

的
本
な

式
様
築
建

の
達
発

外
、

の
庭
と

化
体
一

た
し

間
空
を
出
演

の
た
し

が
簾
す
で

造
殿
寝
。

の
物
建
の
部
内
は
、

帳
几
や

簾
、
風
屏

で
ど
な

切
仕

て
し
を
り

た
し
ま
い

」

　
時
同
に
簾
、

は
に
外

の
ら
か

入
侵
を
拒

う
よ
む

的
理
心

な
離
距
を
置

う
い
と
く

役

割

風
、
を
通

も
ら
が
な
し

、

差
日

を
し
和

と
た
い
て
げ
ら

思

る
れ
わ

。

透
「
け
感

も
の
る
あ
が

大
な
き

徴
特

す
で
。

簾

に
し
ご

内
室

は
ら
か

明
い
る
外
を
見
る

が
す
ま
き
で
は
と
こ

外
、

は
ら
か

暗
い
室

内
が
見

で
の
い
な
え

貴
高
、

な
人

が
ち
た

分
自

の
ち
た

姿
を
見

く
な
と
こ
る
れ
ら

、

外
の
子
様

は
に
う
が
か
う
を

好
格
の
度
調

品

逆
。
に
外
、

い
に

る
人

は
ち
た

簾
の
向

な
ん
ど
に
う
こ

人
が

と
う
ろ
だ
ん
る
い

像
想
を
巡
し
ら

歌
、
で

た
い
て
し
り
と
り
や

男
。
も
女
も
簾
し
ご

お
に
互
を
い

察
観
し
想
、

を
い
伝

う
よ
え

ね
す
で
ん
た
い
て
し
と

」

　
簾
の
中
も
で

方
四
、

を
布
で
美
く
し
縁

取

た
し
り

「
御み

簾す

」
は
長
、
い

族
貴
、
間

ど
な

部
一
の

級
階
権
特

。

閣
仏
社
神

の
殿
拝
や
殿
本

聖
神

な
所
場

は
に

在
現
も
簾
御

り
つ
が

下
ら
げ

実
「
は
簾
の
史
歴

す
で
ん
い

録
記
。

の
中
で
簾

う
い
と

葉
言

が
認
確

は
の
る
き
で

紀
世
七

す
で

田
額
。

王
が）

年
を
想

詠
だ
ん

待
君
『

と
つ
　
わ

が
恋

ば
れ
を
ひ

　
が
わ

戸
屋
の
　
動
簾
か

し
　
秋
の
吹
風
く
』

う
い
と

歌
が

葉
万
『

』
集
に
録
収

ら
か
と
こ
る
い
て
れ
さ

、
こ

は
に
ろ
こ
の

貴
高
な
人

の
ち
た

住

に
い
ま

簾
が
使

す
ま
り
か
わ
が
と
こ
た
い
て
れ
わ

」

　
国
中

は
で

』
書
漢
『

の

紀
位
在
（
帝
文

の
代
時
に

簾
の
述
記

り
あ
が

国
韓
、

も
で

、
麗
句
高

羅
新
、
済
百

が
鼎い
て

立つ
り

た
し

代
時
国
三

に
簾

が
在
存

う
い
と
た
し

献
文
が
認
確

て
れ
さ

る
い

国
中
。

ら
か

教
仏

に
も
と
と

本
日
へ

伝

性
能
可

る
あ
が

県
潟
新
、
方
一

の

跡
遺
田
青

は
で

前
年
千
三
約

の
状
簾
の

物
遺
が
土
出

ら
か
と
こ
る
い
て
し

本
日
、

も
で

自
独
に
達
発

た
し

性
能
可

も
定
否
で

と
い
な
き

井
増

は
ん
さ

言
う
。

簾
御

に
し
ご

交
す
わ
想
い

　

代
時
安
平

と
る
な
に

簾、
は

』
子
草
枕
『

や

』
語
物
氏
源
『

も
に

場
登

る
す
。

造
殿
寝
「

や
世
中
の

造
院
書

日

簾 ご し の 隔 て の 世 界
日差しを遮り、風を通しながら空間を仕切る。透け感のある簾は、空調が効くようになった現在でも、

涼を誘う日本の夏の風物詩のひとつとして、またインテリアとして親しまれている。
大阪府には、昔ながらの簾づくりを継承した「大阪金剛簾」があり、国の伝統的工芸品の指定を

受けている。その生産地・河内長野市にある「すだれ資料館」を訪ね、簾の歴史と変遷について伺った。

簾
源氏物語絵巻『竹河一』

美しい貴公子の一人薫が、縁続きになる玉鬘を親しみを込めて訪れた場面。
御簾の中に見えるのは、噂話しをする侍女たち。
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が
と
こ
る
い
て
れ

多
い

仏
神
。

と
、
人
あ

は
い
る

貴
高
な
人
と
民
庶
を
隔
る
て

界
境

線
が
御

。

昔
「
は
皇
天

な
う
よ
の

位
の
高
い
人
は
絵

に
描

御
、

の
陰
に
描

ね
す
で
ん
る
す
り
た
い
て
れ
か

。

物
巻
絵

の
初
最
の
所
に
御
が
描

て
れ
か

が
す
ま
り
あ
が
と
こ
る
い

、

は
れ
こ

『
こ

の
物
巻

は
に

切
大

が
の
も
な

描

い
て
れ
か

る
』

う
い
と

、

ル
ボ
ン
シ

的
な
使
れ
わ
方

す
で

代
時
戸
江
。

下
軒
、

つ
に

り
下

は
民
庶
に
解

て
燥
乾

せ
さ

細
、
く
割

す
御
。

の
合
場
は

料
染
、

で
色
黄
く
染

て
め

編
、
み
上
る
げ

備
準

整
い

す
ま
」

　

は
て
つ
か

全
の
て

程
工
が

業
作
手

が
た

代
時
正
大

に
踏
足

の
み

機
製

が
考

案

は
ら
か
て
れ
さ

編
、
む
間
時
が
幅
大
に

縮
短

た
れ
さ

後
戦
。

の

年
八
四
九
一

は
に
、

こ
こ

市
野
長
内
河

で

刃
転
回

を
使

の
ゴ

械
機
造
製

が
発
開

て
れ
さ

、

産
生
量
大

が
能
可

。
こ

て
し
う

が

化
般
一

て
し
、
ら
さ

に

産
生
量
大

が
能
可

と
る
な
に

、

る
ゆ
わ
い

敷
座

が
場
登

る
す
。

　

代
年
〇
六
九
一

は
に

業
産
は

期
盛
全

を
迎
え

外
海
、

し
お
は
で

気
人

が
出
て

品
製
、

を
ど
ん
と
ほ
の

輸

出

た
い
て
し

代
時

。

準

備
し

人
職
、

が
織

作
製

す
ま
し

昔
。

の
ら
が
な

割
手

の
で
り

竹

や
り
く
づ
ゴ
ヒ

、

桁
菰
を
用
使

た
し

織
甲
亀
『

り
』

が
ど
な

来
出
る

人
職
の
術
技
の
承
継

も
に

力
注

す
ま
い
て
し

」

　

閣
仏
社
神

の
ら
か

頼
依
で

復
修
、

を
担

当
る
す

会
機
も
多
く

上
井
、

は
で
レ
ダ
ス

御

の
り
く
づ

統
伝
を
承
継

た
く
い
て
し

に
め
、

な
ま
ざ
ま
さ

力
協

る
い
て
し
を

。

御
「

は

代
時
安
平

に
認
確

て
き
で

当
、

時
も
今

ぼ
ほ
も

同
じ
姿

い
て
れ
ら
く
つ
で

す
で
の
も
る

後
年
百
。

く
ら
そ
お
も

同
じ

姿

ま
ま
の

在
存

文
本
日
。

化
が
育
だ
ん
御
の
統
伝
を
守

ら
が
な
り

、

の
て
し
と
ア
リ
テ
ン
イ

の

性
能
可

も
拡

い
た
き
い
て
げ

』
和
『。

の

晴
素

さ
し
ら

が
界
世
で
認
め
始

る
い
て
れ
ら
め

今
そ
こ
、

思

す
で
ん
う

」

　
井
増

の
ん
さ

葉
言
に
力

。

禁

が
た
し
ま
れ
さ

御
、

ご
は

度
法

し
で

た

間
民
。

で
御
が
使

は
の
た

降
以
新
維
治
明
、

す
で
」

を
ゴ
ヒ

編
本一
本一

む

　

り
く
つ
の

方
が
だ
、
ろ
し
む

や
、
俵
蓑の
み

な

に
き
と
る
く
つ
を
ど

使

た
れ
わ

菰も
こ

桁た
げ

い
と

う
具
道
を
用
利
し
、

を
ゴ
ヒ

本
一

つ
ず
置

て
い
糸
を
差
交

て
せ
さ

編

で
の
た
い
で
ん

と
か
い
な
は

測
推

る
い
て
れ
さ

。

　
御

は
に

聖
神
な
物
植
の
徴
象

り
あ
で

、

昔
ら
か

力
命
生

る
あ
の

竹
が
用

て
れ
ら
い

今
「

ら
か
す
ま
り
あ
が
ン

的
能
機
、

な
面
側
が

弱

り
な
く

、
は

品
商
観
美

す
ま

例
。

ば
え

屋
子
菓
和
、

は
で
ん
さ

、

匠
意
に
使

店
食
飲
、

は
で

度
適
、

な

感
放
開

と
の
る
あ
が

席
、

と
席
の
間
の

切
仕
間

て
し
と
り

評
好

す
で
。

ん
ろ
ち
も

用
宅
住

も
造
製

す
ま
い
て
し

。

が
枚
一

と
る
あ

落
、
ち
着

が
る
い

下
軒
、

で
ど
な

使

用

る
れ
さ

は
に
葦し
よ

や
蒲ま
が

が
ど
な

用
使

た
き
て
れ
さ

。

竹
「
の
合
場
は
、

に
ゴ
ヒ

の
で
ま
る
す

程
工
に
間
手

す
ま
り
か
か
が

。
ず
ま
節

を
削

皮
、

ま
き
む
を

す
太
。

縦
に

に
割
り
、
そ

に
ら
さ
を
れ

分
半
に
割

て
使
、

い
な
え

分
部
側
内

を
落

す
ま
し
と

用
使
。

す

る

分
部
皮
表

を

干
日
一

し

た
い

気
囲
雰

を
醸

し
す
ま
し

的
本
日
、

な

出
演

で
の
い
す
や
し
を

、

な
ロ
ト
レ

品
商

が
好

る
れ
ま

向
傾

す
ま
り
あ
が

他
。

は
に

焼
き
杉

を
ど
な

使

製
木
の
品
商
も
製

造

す
ま
い
て
し

。

の
ど
ん
と
ほ

品
商

ロ
は

、
ご
文
注
を。

し
だ
た

御
、

で
の
い
な
き
で
が
れ
そ
は

、

金剛寺「北朝三上皇御在所」。光嚴・光明・崇光の三上天皇と
皇太子直仁の四方が、正平９年（1354）年３月から、正平12年２月に
至る間、行在所として使用された間。

「すだれ資料館」は、井上スダレ（株）が、平成16年に の産地、
大阪府河内長野市に設立。歴史的に価値の高い 、貴重な道具、
巻物、文献、映像などの資料が展示されている。

「津山松平藩主 所用乗り物」。
「物見」と呼ばれる明かり取りと、
外を見るための窓に がつり下
げられている。 の文様は「青海
波」。「物見」の裏側も凝っていて
鳥の絵が描かれている。（津山
郷土博物館所蔵）

を下げると光を遮り外からは
中が見えず、通風は良い。

を上げると、庭との一体感が生まれる。

の良さを世界に発信したい
という井上スダレ（株）の増井
良輔さん。


