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筆者 は正 倉院文書 の 調査 を 通 じ 、 古代 に お け る 文書料紙使用 の実態 に つ い て 過去 1 0 年
以上 に わ た っ て 検 討 を 加 え て き た 。 こ こ で は 、 問題 を 紙 の 表裏 と い う 点 に し ぼ っ て そ の 概
要 を 記 す こ と に し た い 。

周 知 の よ う に 、 紙 の 表裏 に つ い て は 、 中世古文書学 が、 文書 に お け る 料 紙 利 用 を 考 え る
際 の 重 要 な ポ イ ン ト と し て 議論 の 的 と な っ て い る が 、 古代 （ こ こ で は 特 に 奈 良 時 代 を 念 頭
に置 い て い る ） の も の に つ い て は ま と ま っ て言及 さ れ る こ と は な か っ た 。 こ れ は 、 奈 良 時
代文書 の 9 割以 上 を 占 め る 正倉院文書が そ の保存管理上 の観点か ら た や す く 公 開 さ れ る こ
と が な か っ た こ と に よ る が 、 正倉院宝物 の特別調査 の一環 と し て 、 専 門 家 を 招 い て 実 施 さ
れ た 正 倉 院 の 紙 全般 に わ た る 調 査 〈昭和 3 5 ～ 3  7 年 。 調査報告書 は 日 本 経 済 新 聞 社 「正
倉 院 の 紙J。 昭和 4 5 年 ） に お い て も 、 紙 の 表裏 は独立 し た調査項 目 と は な っ て い な い 。

こ の よ う な 状 況 に 鑑 み 、 宮内 庁正倉院事務所 が昭和 6 3 年に刊行 を 開 始 し た 『正倉院古
文書影印集成』 に お い て は 、 解説 （実際 は文書一点 ご と の書誌的 デー タ ） に 紙 の 表 裏 に つ
い て の 記載 を 加 え た 。 実際 の調査時 に は 、 ほ か に 糸 目 ・ 費 目 ・ 板 目 ・ 刷毛 目 ・ 抄 造上 の 諸
特徴 な ど を 調査項 目 と し た が （ 紙 の 厚 み ・ 重量 に つ い て は原本の制約か ら 調 査 を 見合 わ せ
て い る ） 、 調査者 の 習 熟 度 に 起因 す る デ ー タ の 安定 度 を 考 慮 し て 公 表 デ ー タ は 紙 の 表 裏 に
限 っ た も の で あ る 。 し か し 、 こ れ に よ っ て正倉院文書 の特徴で あ る 紙 の 両 面 利 用 （ 一 次 文
書 ・ 二次文書） と 、 表裏 の 相 関 関 係 が浮か び上が っ て く る と 思 わ れ る 。

現在 ま で に 、 デ ー タ と し て 集積 さ れ て い る の は 、 －正倉院文書 の分類で い え ば 、 正集 4 5 
巻 ・ 続 修 5 0 巻 ・ 続修後集 4 3 巻 ・ 続修別集 5 0 巻 ・ 塵芥文書 3 9 巻 3 冊 で あ る 。 こ の う
ち 正集 ・ 続 修 は 『正倉院古文書影 印集成』 と し て刊行 を 終 え 、 続修後集 ・ 続 修 別 集 に つ い
て も 引 き 続 き 刊行予定 で あ る 。 ま た 、 塵芥文書 は保存状態が悪 い た め 総 裏打 を施 し た も の
が多 く 、 デ ー タ の 取 れ る も の は多 く な い 。 こ の 範囲で得 ら れ た 所見 を 次 に 示 す 。

1 .正倉院文書 の実 例 の 観察 に よ る と 、 紙 の 表裏 の 判別が困難 な も の 、 明 確 に 判 別 で き る
も の 、 こ の 二つ の 群 に 大別 で き る 。

1) こ の う ち 、 紙 の 表 裏 の 判別が困難 な も の は 、 古代 の 製紙技 法 の一つ 「打 紙 J 加 工 が 施
さ れ た こ と に 起因す る 。 打紙 は 、 文書 の形態 と の 対応 で い え ば 、 巻子 （ は じ め か ら 一 巻 の
巻物 と し て 仕立 て る べ く 作 ら れ た も の ） と 高 い 相 関関係 に あ る 。 実例 で い え ば 、 戸籍 ・ 計
帳 ・ 正税 帳 な ど の 公 文 類 、 経巻 が こ れ に 当 た る 。 打紙 は 、 紙面 の平滑化 を は か り 、 筆写 の
際 に 便 利 な よ う に工夫 さ れ た も の で あ る が 、 あ る 意味で は 紙 の 本 来 の 表 裏 を 問 わ ず、 両面
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と も 表 と し て 仕 上 げ て し ま う 加 工で あ る と も 言 え よ う 。
2）紙 の 表裏が判別で き る も の は 、 打紙加工 が施 され な か っ た と い う の に 等 し い が 、 こ れ

は一枚物 の文書 と 高 い 相 関関係 に あ る 。 さ ら に 、 紙 の 利用 時 に は 、 文書 は 紙 の 表 に 書 か れ
る の が通例 で あ る 。 正 倉院文書 の場合、 同一文書で も 断簡化 し て 、 現 状 で は 分 か れ て い る
も の が あ る た め 、 こ こ で は 計数化 し て比率 を示す こ と は で き な い が 、 お よ そ 9 割 方 は こ の
原 則 が 守 ら れ て い る 、 と い う の が筆 者 の 印象で あ る 。 こ の こ と は 、 古 代 の 人 々 が 紙 の 表 裏
を 熟知 し た 上 で 使 用 し て い た こ と を 示す。 こ の 点を踏 ま え る な ら 、 例 え ば 、 両面 が 使用 さ
れ て い て 、 内 容 か ら は ど ち ら が先 に 書 か れ た か 不 明 、 と い う 文書 が あ っ た 場 合 、 紙 の 表 裏
が有力 な 判 定 の 手 が か り の一つ に な り う る で あ ろ う 。

2 .つ ぎ に 、 歴史的 に 見 る と 、 1 . で述 べ た 奈 良 時 代 文 書 の 特 徴 は 、 平 安 時 代 以 降 の 文書
に も 受 け 継が れ て い く と 思 わ れ る 。 し た が っ て 、 日 本 の古文書料紙 の 歴 史 の 中 に 奈 良 時 代
文書 を 正 当 に位置づ け た 上 で 、 今後 は遡っ て そ の 前 の 時 代 や 、 中国 ・ 朝鮮の古代製紙技法 ・
料紙利用 法 と の 関連 を 追究 し て い く 必要が あ ろ う 。
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