
「小文」 に つ い て

田良島 哲

『貞 丈雑記』 巻九 書札 に 「小文」 と い う 一項が あ り 、 次 の よ う に 述べ ら れ て い る 。

小文 （ コ プ ミ ） と 云 は 、 半切紙 の 状也 、 書札条 々 に 云 、 う す ゃ う 杉 原 な ど を 半 切 に し て
書 く を 小 文 と 申 候 、 是 は立文 を 略 し た る 物 に て候 、 又云、 小文 は 、 半切鳥 の 子 、 又杉原
也 、 其 ま ま お し 折事 は 〈上包 ノ 上下 ヲ 折 ル事也、 其偉 ト ハ ヒ ネ ラ ザ ル 也 〉 少慮外也 、 御
内書に は 、 御小文 は お し 被折候、

小文 と は 「 う す ゃ う J ＝ 鳥 の 子 、 あ る い は杉原 を半切 に し た 書 状 で 、 包紙 の あ る 竪 紙 の
書状 を 略礼化 し た も の で あ る 。 小文 の場合、 包紙の上下を捻 ら ず 、 単 に 上下 を 折 る だ け で
は若干礼 を 失す る が 、 御 内 書 で あ る 小文 は 「お し 折 る 」 の が通例だ、 と い う の であ る 。

我 々 の 見 る 中世文書 の 中 で斐紙文書 は少数派 で あ る が 、 そ の少 数 の な か の 大多 数 が 、 こ
の 「小文」 で あ る こ と は 、 中世文書 を多数見 て く る と 、 感覚的 に う な ず け る 。 少数 派 で あ
る と い う こ と は 、 「小文J の文書 と し て の 機 能 が 一 時 的 な も の で あ り 、 長 期 の 保 存 が 行 わ
れ る こ と が少 な か っ た た め だ ろ う と 思 わ れ る 。 そ の 一方 で 、 －.EL残存 し て い る 場 合 に は 、
か な り の 数 が ま と ま っ て い る と こ ろ か ら 見 て 、 今 日 我 々 が想像す る 以上 に こ の 「 小 文 」 形
式 の 書状 は よ く 用 い ら れ た も の と 思 わ れ る 。 今回研究で調査 を行 っ た上杉家 文 書 及 び 大 友
家文書 に は 、 こ の 「小文」 の残存例 が多数 あ る 。 前者 は さ ま ざ ま な 発 給 者 か ら の 書 状 、 後
者 は 将軍 の 御 内 書 と 、 そ れ ぞ れ性格 が異 な っ て お り 、 さ ら に い ず れ も 原 形 を よ く と ど め て
い る も の が 多 い の で 、 後 世 の 故実書 の 記載 と 比較す る に は格好 の 材料 で あ る 。 本 報 告 で は
と り あ え ず故実書等 の 記述 と 、 原文書 を比較す る 作業 を行 っ て み た い 。

ま ず料紙 で あ る が 、 薄様 一 鳥 の 子 － 杉 原 と い う グ ル ー ピ ン グ は 自 明 の こ と と さ れ て い る。
ょ う で あ る 。 「和 翰集要」 三 、 料紙之定法之事 に は 「古 来 よ り 武家 は 至 近代迄 、 鳥 の 子 紙
を 二 ツ 切 に し て 、 貴践 と も に害状 を認候処、 従天正文禄 頃、 鳥 の 子の書状令除略候」 と あ っ
て 、 中世末 ま で 、 切 っ た 鳥 の 子紙が武家 の書状料紙 と し て 最 も 普及 し て い た と い う 認 識 が
示 さ れ て い る 。 ー方、 「書札作法抄」 に は 「武家 ニ ハ 杉 原 ナ ラ デ ハ 文 ヲ パ カ カ ヌ 事 也 、 引
合檀紙 ナ ド ニ テ ハ 、 努 々 不 可書」 と い う 記述 が あ っ て 、 武家用 の料紙 は 杉 原 で な く て は な
ら な い 、 と い う 主張が見 ら れ る 。 ど ち ら が正 し い と い う こ と で は な く 、 中 世 後 期 に は 一般
に 、 文書料紙 に つ い て 「 引 合 ・ 檀紙」、 「杉原 ・ 鳥 の子」 を対立的 に 捉 え る 見 方 が あ り 、 そ
れが公家 （ あ る い は寺社 ） 一 武家 と い う 関係 に 重 ね 合 わ せ て考え ら れ て い た の で は な い か
と 推測 さ れ る 。
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「小文」 を作成す る 際 の 紙 の 使 い 方 と し て は 、 や は り 『貞丈雑記』 の 記 載 で あ る が 、 次
の よ う に 述 べ ら れ て い る 。

小文 の 礼紙 と 云事、 一紙三紙 の礼 と も 云 々 、 鳥 の 子又 は杉原 を 三 ツ に 切 り 調 也 、 鳥 の 子
の 時 は竪 紙 を 三 ツ に積 り 、 ー ツ 分切放 し 、 残ニ ッ 分 を 横 に 畳 み 、 、 ー ツ 分 切 放 し 、 残 り
二 ツ 分 に 文 言 を 書 く 也 、 ー ツ 分礼紙 に し て 巻 き 、 右 の 竪 紙 に て表巻す る 也 、 杉原 の 時 は、
一枚横 に三 ツ に 積 り 、 ー ツ 分切放 し て二 ツ に 切 り 、 礼紙表巻 に 用 ひ 、 ニ ッ 分 へ 状 を 書 く
也 、 上 下 を 捻 る 事 、 紙 よ り に て 結ぶ事、 宛所以下上 中下、 常 の 竪文 に 同 じ 、 紙 の 切 様 、
左 の 絵 図 の如 し 、 一枚紙 を 三 ツ に切て用 る ゆ ゑ 、 一紙三紙 の 礼紙 と い ふ な り 、

と し て 、 図 を掲 げ て い る 。 料紙が鳥 の 子 の 場合 （ A ） は 、 ま ず竪紙 の 右 三分 の ー を 切 り 放
し 、 残 り を 横 に 三等分 し て 三分 の こ を 本紙 と し て 文 言 を書 き 、 三分 の ー は 礼 紙 と し て 本紙
を 巻 く 、 と い う 。 こ れ に対 し て 、 料紙が杉原 の場合 （ B ） は竪紙 の 下 三分 の ー を 切 り 放 し
て 、 さ ら に 縦 に 二等分 し て 、 礼紙 と 表巻 に 用 い 、 上 の 三分 の こ を 本紙 と す る の で あ る 。

以上 の 点 を念頭 に お い て 、 実際 の デ ー タ と 比較 し て み る 。 伊！ と し て上杉 家 文 書 の 書 状類
か ら 一群 を 取 り 上 げて み よ う 。 別表 に デ ー タ を 掲 げ た 。 ま ず本紙 の横寸法 で あ る が 、 「 い 1
6」 を の ぞ く と い ずれ も 4 0 セ ン チ か ら 5 0 セ ン チ で 、 も と の 竪 紙 の 幅 を い っ ぱ い 使 っ て
い る 。 す な わ ち こ れ ら は B 型 の 紙 の 使 い方 と い う こ と に な る 。 「 貞 丈 雑 記 』 は こ れ は 杉原
の 時 と 注釈 を 加 え て い る が 、 実際 は 鳥 の 子 を 使 う 場合 で も こ の よ う な 紙 の 切 り 放 し 方 を し
て い た こ と が わ か る 。 B 型 の 場合、 懸 紙 の 縦寸法 （ 「 表 巻 J に し た 場 合 の 横 寸 法 ） は 竪 紙
の 縦寸法か ら 、 「小文J の 本紙 を切 り 放 し た 残 り に な る は ず で あ る か ら 、 こ の 表 に 即 し て
言 え ば、 対 に な っ て い る 本紙 と 懸 紙 の 縦寸法 を 足 せ ば、 も と の 竪紙 の 鳥 の 子 紙 の 縦 寸 法 が
復元 で き る わ け で あ る 。 そ こ で 、 「 い 16」 を 除 く 1 7 通 に つ い て 計 算 し て み る と （ ミ リ で
表 す ） 上 か ら 順 に 次 の よ う な結果 に な る

307 327 334 295 326 316 298 295 267 261 293 256 197 348 345 
348 345 

「 い 17」 が 2 0 セ ン チ を 切 る 以外 は 2 5 セ ン チ か ら 3 5 セ ン チ の 幅 に 収 ま っ て い る の で 、
こ れ が も と の 竪紙 の 縦寸法 と 考 え ら れ る 。 本紙 の 縦 と 懸 紙 の 縦 の 比 率 は 、 『貞 丈 雑 記 』 の
記述 に 従 え ば二対ーが標準 と な る が 、 こ れ も 計算 し て ゆ く と

1.56 1 .51  1.25 1 .45 1 .46 1 .50 1 .22 1 .50 1 .45 1 .51 1 .02 1 .37 
1 .63 1 .55 1 .60 1 .81 1 .69 
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と な り 、 実 際 は三対二程度 の比率が中心 と な っ て い る 。 も っ と も 中 に は 「 い 14」 の よ う に
ほ ぼ縦 を 二等分 し た 場合 も あ る 。 実 際 「赤乾 1 へ 」 の一群 で あ る 大館晴光書状 回 通 は 、 い
ずれ も 本紙 、 懸紙 と も す法が 1 6 セ ン チ 前後で縦 3 2 セ ン チ あ ま り の 竪 紙 を 二 等分 し て い
る こ と に な る 。 参 考 ま で に 厚 み の 平均 を掲 げ た が 、 い ず れ も 有意 な 誤差 は見 ら れ な い の で、
本 紙 、 懸紙 と も 同 じ 竪紙 か ら 切 り 放 し た こ と は こ ち ら か ら も 裏付 け ら れ る 。

こ れ ま で調査 を行 っ た 上杉家文書 の 下小文J で は 、 本紙 に竪紙 の 横 幅 一 杯 を 使 う B 型 の
例 が圧倒的 に 多 い 。 こ の 一群 で 例外 で あ る 「 い 16J は A 型 、 B 型 い ず れ に し て も 中 途半端
な 寸 法 で あ る が 、 あ る い は よ り 小型 の 竪紙が存在 し た の で あ ろ う か 。

以上 の き わ め て 限 ら れ た 結果か ら で も 、 斐 紙 の 書状 ＝ 「小文」 の 現 存 例 が 一 定 の 原 則 の
も と に 作成 さ れ て い た こ と は予想 さ れ る が 、 今後 は同 種 の 文書で杉原の も の 、 あ る い は 中
世人が認識 す る 「檀 紙 ・ 引 合」 の も の と の 間 で 、 比較 す る こ と に よ っ て 、 紙質 の 差 に よ る
文 書 の 厚 礼 ・ 薄礼 の よ り 細 か い 区 別 や 文書の持つ 機 能 の 差 を浮か び あ が ら せ る 作 業 が 必要
で あ ろ う 。
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