
白 粉入 り の 文書料紙 に 関 す る 考察

高橋 裕次

文書料紙 の 表面 を 1 0 0 倍程度 の 倍 率 を も っ 顕微鏡 で観察す る と 、 繊維 の 聞 に 白 い 粒 状
の も の を 発 見 す る こ と が あ る 。 こ の 白 い粒 は 、 量 に 多 少 が あ る が 、 米粉 、 白 土 、 胡粉 な ど
を 紙漉 き の 過程 で 意図的 に 混入 さ せ た も の で 、 と き に は 、 刷毛な ど に よ る 塗 布 や 、 修理 の
際 の 糊 が料紙表面 に 付着 し て い る 場合 も あ る 。 料紙 に米粉 な ど を 混入 し た り 、 胡粉等 を 塗
布す る こ と は 典 籍 な ど で は す で に平安後期 よ り み ら れ る が 、 文書料紙 の 場 合 、 顕微鏡 を 用
い て の 観察 は こ れ ま で ほ と ん ど行わ れ て お ら ず 、 文書料紙 に米粉 な ど を 混 入 す る こ と の 濫
暢 や 、 こ う し た 紙 の 当 時 の 呼 称 な ど は 明 か に さ れ て い な い の が現 状 で あ る 。 た と え ば 、
『高野 山 文書』 弘和四年 （ 1 3 8 4 ） 二 月 九 日 天 野 社造営料足結解状 に 初 見す る 「肌好 」
や 、 『経覚私要抄』 応永二十八年 （ 1 4 2 1 ） 八 月 四 日 条 に み え る 「薄 白 」 は 、 米糊 な ど を
混入 し た も の と 考 え ら れ て い る が 、 当 時 の遺品 は確認 さ れ て お ら ず 、 お そ ら く は そ の 名 称
や 、 近世 の 同 名 の 紙 の 紙質 な ど か ら 白 粉 の 混入が推定 さ れ た も の と 思 わ れ る 。 調 査 で は 顕
微鏡 に よ っ て 白 い 粒状 の 物 質 の確認 を行 っ た が 、 そ の 物質が米粉 、 白 土 、 胡 粉 の い ず れ に
相 当 す る か を 直 に判定 す る の は 困難 で あ る こ と か ら 、 便宜上、 以下 こ れ ら を 白 粉 と 表 現 す
る 。

調査 に よ っ て 、 白 粉 の 混入 が 認 め ら れ た の は文書総数 1 7 9 6 件 の う ち 1 2 8 件 で あ り 、
年代 の 上 限 は 長 治二年 （ 1 1 0 5 ） 九 月 十四 目 黒 田 庄大屋戸村徴使今犬丸解案 、 下 限 は 元
和七年 （ 1 6 2 1 ） 六 月 朔 日 上杉景勝害状 で あ る 。 年紀 の あ る も の に つ い て 作成年代別 の
内 訳 を （ 白 粉入 り の 文書数） ／ （調査文書総数） で示 す と 、 平安 中期 0 / 1 9 、 平安後期
0 / 1  7 、 院政期 3 0 / 1 5 0 、 鎌倉前期 1 2 / 3 3 、 鎌倉中期 2 / 9  5 、 鎌倉後期 1 6 /
2 1 2 、 南北朝 1 6 / 2 1 8 、 室 町 前 期 3 / 8 1 、 室 町 中 期 1 / 9 2 、 室 町 後 期 2 9 / 
2 7 9 、 安土桃山 3 / 4 2 、 江戸 1 / 9 、 ま た 、 欠年文書 に つ い て 白 粉 入 り 文 書 数 の み を

示 す と 鎌倉 6 、 南北朝 3 、 室町 6 、 安土桃 山 1 と な っ て い る 。
近世以 降 は 白 粉入 り の 紙が広 く 普及 す る に い た り 、 現 在 は 越 前 奉書紙 （ 白 土 ） 、 美 栖 紙

（胡粉） 、 宇 陀紙 （ 白 土 ） 、 間似合紙 （泥土 ） の他、 近江雁皮紙で も 特別に需用 者の注文 に よ っ
て米粉入 り の 「糊入 り 」 紙 を 作 っ て い る こ と が知 ら れて い る が 、 今回 の 調 査 で は少 な く と
も 1 2 世紀 初頭 の 院政期 に は 白 粉 を 混入 し た文書料紙 の 存在が確認で き る 。

院政期 の 文書で混入 が認 め ら れ る の は 、 長治二年九月 十四 目 黒 田 庄 大 屋 戸 村 徴 使 今 犬 丸
解案 を は じ め 、 天永二年 （ 1 1 1 1 ） の 二 通 の 東大寺款状案 、 久安五年 （ 1 1 4 9 ） 九月
十二 日 弁 官 下 文 、 永暦元年 （ 1 1 6 0 ｝ と 治承五年 （ 1 1 8 1 ） の ニ 通 の 伊 賀 国 司 庁 宣 案
で あ る 。 さ ら に 永暦二年 よ り 元暦二年 （ 1 1 8 5 ） ま で の 聞 に 、 東寺 の 後 七 日 御 修 法 僧 交
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名が 2 5 通 と ま と ま っ て お り 、 こ の う ち 2 3 通 に 白 粉 が混入 し て い る が 、 そ れ 以 前 の 間 交
名 は す べ て 案文 で 白 粉 の 混 入 は な し 」 ま た鎌倉前期 の文書 3 3 通 の な か で 白 粉 が 混入 し て
い た の は 、 東寺 の 後七 日 御修法僧交名 1 8 通 の う ち の 1 2 通 で あ る 。 紙質 は い ず れ も 杉 原

紙 で 、 な か に は檀 紙 に 近 い 風合 い の も の が み ら れ る 。 こ れ ら 鎌倉前 期 ま で の 文 書 で 白 粉 を
混入 し た も の の 多 く は 、 繊維溜 り は あ る が 、 墨 に じ み が少 な い こ と か ら 、 白 粉 が サ イ ジ ン
グ料 と し て 用 い ら れ て い た可能 性 も あ る 。

鎌倉 中期 で は 、 延応元年 （ 1 2 3 9 ） 十二月 宣 陽 門 院 庁 下 文 （ 引 合 ） 、 弘安二年 （ 1 2 
7 9 ） 四 月 十 日 六波羅召 文御教書案 （杉原紙 ） の二通のみ に混入が認 め ら れ 、 料紙 は 共 に
0 、 2 5 ミ リ 前 後 の 厚 さ が あ る 。 東寺 の後七 日 御修法僧交名 は文永九年 （ 1 2 7 2 ） ま で
に 1 1 通 あ り 、 い ず れ も 白 粉 の 混入 は な い が 、 そ れ ま で の 後七 日 御修法僧 交 名 が 白 粉 入 り
で O 、 1 7 前後 の 厚 さ で あ っ た の に 対 し 、 厚 さ が約 2 倍 の O 、 3 ミ リ 程 度 で 墨 に じ み が み
ら れ な い の は 、 厚 さ と と も に 繊維の密度が大 き く な る よ う な 紙漉の方 法 が と ら れ た た め と
考 え ら れ る 。 鎌倉後期 は 、 正応三年 （ 1 2 9 0 ） 二月 二十二 日 名 主職充行状案 、 延 慶三年
( 1 3 1 0 ） 四 月 二 日 平野殿庄預所平光清書状 （檀紙 ） 、 正和五年 （ 1 3 1 6 ） 二 月 日 大 山
庄住人藤原宗安 申 状 （杉原紙 ） の 他 、 正中二年 （ 1 3 2 5 ） 二月 四 日 執行厳伊書状 （引合）、
嘉暦二年 （ 1 3 2 7 ） 三 月 二 日 六波羅御教書案 や 、 現 在 の 美栖 紙 の 感 じ に 近 い 嘉 暦二年間
九 月 日 東大寺衆徒等重 申 状 案 な ど十六通 に 混入が あ る 。 鎌倉中期以降 は 調査 し た 料 紙 の 数
量 が増加 し 、 紙質 も 多 様 に な る が 、 檀紙、 杉 原紙、 引 合 と 椅 を原料 と し た い ず れ の 紙 に も
白 粉入 り が み ら れ る こ と は 、 特定 の 紙 に 白 粉が混入 さ れ た も の で な い こ と を示 し て い る 。

南北朝 期 は 、 暦応二年 （ 1 3 3 9 ） 七 月 十一 日 御 室 宮 令 旨 （ 引 合 ） 、 暦応五年 三 月 二十
八日 二階堂成藤奉書 （杉原紙）、 暦応 五年某算用 状 、 康 永 四 年 （ 1 3 4 5 ） 五 月 十八 日 光
厳上皇院宣案 （檀紙 ） 、 観応二年 （ 1 3 5 1 ） 六 月 六 日 足 利 直 義 御 判御教書 案 、 文 和 四 年
( 1 3 5 5 ） 十月 二十六 日 亮真寄進状 （ 引 合 ） な ど 十 六 通 で 、 公 家 文書、 武 家 文 書 と も に
白 粉入 り の も の がみ ら れ る 。

室町前期 は三通 で 、 応永十三年 （ 1 4 0 6 ） 後六月 十七 日 興福寺別 当 円 尋 書 状 案 （ 杉 原
紙 ） や 、 白 粉入 り の 奉書紙 と し て 永享二年 （ 1 4 3 0 ） 三月 二十七 日 山 城 守 護 代 沙 弥 清 貴
避 状 な ど が み え て い る 。 中期 は 、 わ ず か に 寛正三年 （ 1 4 6 2 ） 卯 月 日 石 作 圧 寛正二年年
貢勘定帳 （杉原紙） の 1 通 で あ る が 、 後期 に 入 る と 、 奉書紙 の 占 め る 割 合 が 多 く な る に つ
れ て 、 白 粉 の 混入量が次第 に 増加 し て い る の が特徴で、 明応九年 （ 1 5 0 0 ） 卯 月 十一 日
飯尾清房書状 な ど の武家害状 6 通 、 永正六年 （ 1 5 0 9 ） 五月 二十六 日 付 な ど の 室 町 幕府
奉行人連署奉書 6 通 、 永正六年十二月 九 日 後柏原天皇繍 旨 や 、 売券 、 代官職請 文 な ど も 奉
書紙で あ る 。 そ こ で 、 室町 幕府奉行人連署奉書 に つ いて 検討 し て み る と 、 す法 は お よ そ 縦
2 7 セ ン チ 、 横 4 6 セ ン チ で 、 白 粉入 り の 有無 に よ る 寸法 な ど の 違 い は見 ら れ ず 、 密 度 に
つ い て も ほ ぼ 同 様 で あ る こ と が判明 し た 。 こ う し た奉書紙 のな か で元和七年 （ 1 6 2 1 ) 
上杉景勝害状 は裏 に 白 土様 の も の が沈澱 し て い る の は 、 白 粉 が多量 に 含 ま れ て い る こ と を
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示 す と と も に 、 簾 目 は 裏 、 板 目 は表 に あ る こ と か ら 、 こ の 文書料紙 は 紙漉 き の 後 、 紙床 に
重 ね る こ と は せ ず に 、 干 し 板 に 直貼 り さ れ た も の で、 板 目 の つ い た 面 を 料 紙 の 表 と し て 書
状 を 認 め た と 考 え ら れ る 。

以上 の よ う に 、 白 粉入 り の文書料紙 は 、 檀紙、 杉原紙、 引 合 、 奉書紙 な ど 、 格 を 原 料 と
し た 種類 の 紙 に い ず れ に も み ら れ る も の で 、 院政期 に は登場 し て お り 、 公 家 文 書 、 武家文

書 に 限 ら ず 、 正文、 案 文 の ど ち ら に も 白 粉が混入 さ れ て い る 。 厚 さ は 様 々 で 、 地色 は 黄 色
がか っ た 白 色 の も の が多 く 、 時代が下が る に つ れ て 白 粉 の 混 入量が増加 し て い る 。 白 粉 を
入 れ る こ と に よ り 、 紙 が 白 く み え る 、 柔 ら か く な る 、 透 け に く く な る な ど の 変 化 が み ら れ
る が 、 胡 粉 な ど炭酸 カ ル シ ウ ム 成分 の 混 入 は紙の酸化 を遅 ら せ る な ど の 効 果 が あ る と 思 わ
れ る 。

米粉 を 入 れ た 紙 を 漉 く 方 法 は 、 生 の 米 を水 に しば ら く 浸 け て 柔 ら か く し た も の を 挽 き 臼
です っ て 潰 し 、 さ ら に袋で漉 し て で き た 汁 を漉船 の 中 の 紙料 に 入 れ て 使 用 す る と い う も の
で 、 米 を 煮 て 糊 状 に し た も の を使用 す る こ と も あ っ た 。 そ の 理 由 は 、 米粉 を 入 れ る こ と に
よ っ て 紙 が 白 く な る と と も に 柔 ら か く な り 、 重 さ が増 え る た め と い わ れ て い る 。 今 回 調 査
し た 中世文書 で は 、 白 粉 の 混入 に よ る 料紙 の 重 さ の 違 い が さ ほ ど み ら れ な か っ た の は 、 白
粉 の 混入量が比較的少 な い こ と を示 し て い る と 考 え ら れ る 。 典籍料紙な ど で は 、 平安 時代
後期 の 装飾料紙 に お い て主原料 で あ る 雁皮繊維 に 対 し て 米粉 が 1 : 1 以 上 の 割 合 で 混入 し
て い る 例 が み ら れ る の で あ り 、 文書料紙 の 白 粉混入 に つ い て は 、 混入量 の 変 遷 を 生 産 地 や
用 途 な ど の 観点か ら 検討す る こ と が必要 と な ろ う 。

近年 、 上 島 有氏 は 、 中世文書 の 料 紙 を材料 ・ 漉 き 方 か ら 奉書紙 ・ 美 濃紙 ・ 斐 紙 の 三 つ
に 大別 し 、 さ ら に 引 合 ・ 檀 紙 ・ 奉書紙 は広 く 奉書紙 に 含 ま れ る と し た 上 で 、 中 世 文 書 の 料
紙 は①奉書 I 、 ②奉書 H 、 ③檀紙、 ④奉書 E 、 ⑤宿紙、 ⑥美濃 紙 、 ⑦斐 紙 、 ⑧ そ の 他 の 雑
紙 に 分類 で き る と し て い る （「中世文書の料紙の 種類」 『中世古文書 の 世 界 』 小 川 信 編 、 平
成 3 所収 ） 。 つ ま り 中 世 の公 文書の ほ と ん ど は奉書紙 で、 こ れ に対 し て 美濃紙 は 白 土 の 入 っ
て い な い 紙 で あ り 、 「透か し て み れ ば 白 土 が入 っ て い る の か そ う で は な い の か 、 ほ と ん ど
完全 に 区別 す る こ と が で き る 」 と す る 。

し か し 、 白 土 な ど の 混 入 の確認 は 、 1 0 0 倍程度 の 倍率 を も っ 顕微鏡 に よ る か 、 あ る い
は紙 そ の も の を破壊 し な け れ ば不可能 で あ り 、 白 土 か 米粉 か を判断す る た め に は C 染 色液
な ど の 使用 が必要 に な る 。 ま た 美濃紙 に つ い て は 、 明治初 期 ま で は 、 紙 の 面 を 密 に し て 白
色度 を 付 与 す る た め に 、 米 粉 を 加 え て い た こ と が知 ら れ て い る （内木 茂 「美 濃 紙 の 製 法

と 道具 」 『美濃紙 そ の 歴史 と 展 開』 津村 守編 昭 5 8 所収 ）。 文書料紙 の 分 類 は 重要 な
こ と で あ る が 、 そ の た め に は 、 実際 の 文書料紙 に つ い て総合的研究 を進 め 、 文 献 史 料 と 比
較検討 す る こ と に よ っ て 、 今 日 残 さ れ て い る 文書料紙 の な か か ら 当 時 の 美 濃 紙 な ど を 確定
し て い か ね ば な ら な い の で あ り 、 現 在 の 抄紙技術 を も と に安易 な 分類 を 行 う こ と は 、 徒 ら
に 混乱 を招 く も の で あ ろ う 。
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と こ ろ で 、 一 般 に 杉 原紙 は 、 近世 に 米糊 を 加 え て 色 を 白 く し た と こ ろ か ら 、 糊 入 と も 呼
ば れ た と 考 え ら れ て い る （『和漢三才図会』 『貞丈雑記』）。 こ れ に 関連 し て 、 寿岳文章氏 は 、
中世 の 杉 原 は糊 を 入 れ ず 、 檀紙 ・ 引 合 の 面 影 を 保持 し て い た と し 、 さ ら に 「宗 五 大 州 紙 』
に み え る 引 合 と 杉原 の 並記 は 、 引 合 の 紙質が杉原 に 近 か っ た こ と を 想わ せ 、 そ し て 杉 原 は
ま た 、 後代 の 奉書紙 に 接近 し て ゆ く と い う 示 唆 に 富 む 発 言 を し て い る （ 『 日 本 の 紙 』 ） 。 従
来 、 中世 の 杉原紙 に つ い て の 評価 は 、 『貞丈雑記』 な ど の 文 献 に よ る こ と が多 く 、 文書原
本 に あ た っ て の 検討が行 わ れ て い な か っ た た め 、 「糊入」 の起源が ど れ だ け遡れ る か と い っ
た こ と に は注意 が は ら わ れ な か っ た と い え る 。 し か し 、 今回 の調査結果 に み え る よ う に 、
中 世 の 杉原紙 に は 、 檀 紙 、 引 合 、 奉書紙な ど と と も に 白 粉 を入 れ た も の が存 在 す る こ と が
明 か で あ り 、 中 世 の 杉 原 は 糊 を 入 れ な か っ た と い う 認識 は改 め ら れ ね ば な ら な い 。

な お 、 手元 に あ る 江戸 時 代 の 白 粉入 り の越前奉書紙 の サ ン プ ル を実験 的 に 湯 水 に し ば ら
く 浸 し て お い た と こ ろ 、 混 入 さ れ て い た 白 粉が溶 け 出 し 、 色 は 白 か ら 淡 褐 色 に な り 、 透 明
度が増 し た 反面 、 紙 を 透 か す と 簾 目 が 見 え に く く な っ て い る と い う 結果 を 得 た 。 こ れ は 白
粉入 り の 文書料紙が水 分 を 多 く 含 ん で い る 状態 で 熱 を 加 え る こ と の危険性 を 示 す も の で 、
と く に 水 を 使用 し た 修復 の 際 に は留意すべ き 点 で あ る と い え る 。 和紙 の 繊維 が 熱 の 影 響 を
受 け る と た や す く 劣化 す る こ と は あ ま り 知 ら れ て い な い が 、 混入 さ れ る 白粉 も ま た熱 に よ っ
て溶 け 出 す こ と が あ る こ と を知 っ て お く 必要 が あ る 。 ま た 、 こ の 実験 で 白 粉 の 溶 け 出 し た
紙 を 光 に 透 か し て み た と き 、 杉原紙 の 透 け 具 合 い と 同 じ 様 な 感 じ を う け た の が印象的であ っ
た 。 中世 の 杉原紙 と 奉書紙 に は技術 的 に 何等 か の 関連 が あ る と 推定 さ れ る が 、 杉 原 紙 や 鳥
の 子 紙 が盛 ん に 用 い ら れ る な か で、 奉書紙や間 似合紙が普及 し て く る 背 景 に は 、 白 粉 の 混
入量が次第 に増 加 し て く る こ と が大 き く 関係 し て い る と 考 え ら れ る 。
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