
古代 中 世 に お け る 文 書料紙の 変遷 （ 総 括 に 代 え て ）
一 文 献 に み る 紙種 の 名称 に 関す る 考 察 ー

富 田 正 弘

( 1 ） は じ め に
文 安 元 年 （ 1 444 ） 成 立 と 言 わ れ る 室 町 時 代 の 辞 書 「 下 学 集 」 に紙の種 類 を 言 い 表 わ す 呼

称 と し て 、 「 唐 紙 ・ 引 合 ・ 杉 原 ・ 檀紙 ・ 厚 紙 ・ 薄 葉 ・ 鳥 子 ・ 宿 紙 （ 色紙 ・ 染 紙 の 紙種 は 除
い た ） 」 な どが載せ ら れ て い る 。 唐紙 は竹紙 、 引 合 ・ 杉原 ・ 檀 紙 は 楕紙 、 厚紙 ・ 薄葉 ・ 鳥
子 は 斐 紙 、 宿 紙 は 漉返紙 と 考 え ら れ る 。 唐紙 を 除 く こ れ ら の 紙 は 、 室 町 時代 に 文 書 に 使用
さ れ て い た 料紙 の 大 半 を 言 い 尽 く し て い る も の と 考 え ら れ る 。 こ こ で 、 と く に 注 意 し な け
れ ば な ら な い こ と は 、 こ れ ら の 紙 種群 の な か に 「 奉 書 紙 J の 名 称 が な い こ と で あ る 。 F 奉
書紙 」 の 文 献史料 上 の 初 見 は 、 「 尋憲 記 」 元亀 4 年 （ 1 57 3 ) （ 寿 岳 文 章 「 日 本 の紙 」 ） と
い わ れ る か ら 、 こ れ を 遡 る 1 30年 前 に は 「 奉 書紙 J な る 概 念 が 未 だ 成立 し て い な か っ た と
考 え た 方 が よ い の で は な か ろ う か 。 こ の 推定が正 し い と す る な ら ば 、 室 町期 以 前 の 文 書料
紙 の 種 類 を 論ず る 際 、 「 奉書紙 J な る 概 念 は ひ と ま ず 聞い て 考 え な け れ ば な ら な い だ ろ う 。
こ の た め 、 こ の 論考 で は 、 奉 書 紙 に つ い て は 必 要 な か ぎ り での み論及 す る こ と に す る 。

室 町 期 の 文 書 の料 紙 と し て 使 用 さ れ て い た と 考 え ら れ る 「 引 合 ・ 杉原 ・ 檀 紙 ・ 厚紙 ・ 薄

葉 ・ 鳥 子 ・ 宿紙 J と い う 紙種 の 体 系 は 、 そ れ ら の こ の 時代 に至 る ま での歴史 的 変 遷 の 到 達
点 （ 展 開 面 と 言 う べ き か ） を 示 す も の で あ ろ う 。 そ れ ま で に は 、 奈 良 以 前 の 時代 か ら の 変
転 と そ の 幾 つ か の画期 が あ っ た と 思 わ れ る が 、 そ れ は 古代 中 世 の 多 く の 文 献 史 料 を 総 覧 す
る こ と に よ っ て し か 明 ら か に し え な い だ ろ う 。 幸 い 、 本総合研究 で は 、 奈 良 国 立 文化 財 研
究所お い て 平 安 時代 の 公 家 達 の 日 記 か ら紙 に関す る 記 事 を 調査採取 し 、 こ れ を コ ン ビ ュ ー
タ に 入 力 す る こ と が で き た 。 ま た 、 富 山 大 学 に お い て も 戦 国 時 代 の 石 山 本願 寺 日 記 か ら 顕
如 ・ 証 知 の 発 し た 文 書 の 料紙 に関 す る 史 料 を 採取 し た 。 さ ら に 、 関 義 城 氏 の 編纂 し た 「 和
漢紙文献類 緊 J 古代 ・ 中 世 編 の う ち 「 ー ． 日 本 の 文 献 」 の 全 文 を コ ン ビ ュ ー タ に 入力 し 終
え た 。 こ れ ら の デ ー タ ・ ベ ー ス は ま だ 完成 し た も の で は な い が 、 今 こ こ で 問 題 に し て い る
紙 の 種 類 の 呼称 に つ い て の歴 史 的 変遷 を 概 観す る た め に、 有効 な 史 料 を 提供 し て 呉 れ て い
る 。 私 自 身 は 和 紙 の 歴 史 に つ い て ほ と ん ど 研究 し た こ と が な い が 、 こ れ ら の デ ー タ を 頼 り
に し な が ら 、 主 と し て 古 代 中 世 の 文 書料紙 の歴史 的 変 遷 に の み 限 っ て 、 試論 的 な 考 察 を 行
っ て み た い 。
( 2 ） 上 紙 ・ 美 紙 と 中 紙 ・ 雑 紙
奈 良 時 代 の 文 書 に 使 わ れ た 料紙 に つ い て は 、 正 倉 院 文 書 の料紙調査の結果 を 倹 た ね ば な

ら な い が 、 麻紙 ・ 斐 紙 ・ 格紙 お よ び そ の混合紙 な ど様 々 な 紙 が 使 わ れ て い た と 想 定 さ れ て
い る 。 と こ ろ が 、 平 安 時代以 降 に な る と 本 書 の 増 田 氏 の論 考 に も あ る よ う に 、 文 書 の 料紙
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と し て は抄造技術 が 比 較 的 容 易 な 楕 紙 が専 ら 用 い ら れ る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。 文献
史料 の 上 に は斐紙 と 認 め ら れ る 厚 葉 ・ 薄 葉 も 頻繁 に 見 ら れ る と こ ろ で あ る が 、 現存す る 平
安 期 の 文 書 料紙 に は 斐紙 の も の が 少 な い か ら 、 お そ ら く 、 斐紙 は特殊 な 文 書 お よ び 文 書 以
外 の 書 籍 ・ 典 籍 な ど に 使 わ れ る こ と が 多 か っ た の で あ ろ う 。

平 安 時代 の 文 献史 料 に 多 く 見 ら れ る 紙 の 種 類 は 、 楕紙 で あ る 檀紙 と 陸 奥紙 、 お よ び斐紙
で あ る 厚葉 と 薄 葉 で あ る 。 こ れ ら の 「 檀紙 ・ 陸奥 紙 ・ 厚葉 ・ 薄 葉 」 と い う 紙 種 の 名 称 は そ
の原材 料 や 品 質 に よ っ て 名 付 け ら れ て い る の では な く 、 そ れ 以 外 の 性 質 ・ 形 状 を 表 わ す 意
味 の 名 辞 を も っ て 呼 ば れ る も の で あ る 。 も ち ろ ん 、 檀紙が 「 真 弓 を 造 れ る よ う な 木 」 を 原
材料 に 用 い て 造 っ た と い う 意 味 で あ る な ら ば 、 材 質 を 表 わ し て い る と 言 っ て も よ い で あ ろ
う 。 し か し 、 そ れ は 実 際 の 原材料 そ の も の で は な く 、 原材 料 の 類型 （ の よ う な 物 ） を 示 し
た も の で あ ろ う 。 陸奥紙 は産地名 で あ り 、 厚葉 ・ 薄葉 は そ の 厚 さ の状 態 を示 し て い る に 過
ぎな い の で あ る 。 こ れ ら の紙 種は 、 こ の よ う に 原 材料 ・ 品 質 以 外 の 性 質 を 表 わ す 名称 を も
っ て 他 の 紙 か ら 区 別 さ れ て い る わ け で あ る が 、 お そ ら く そ こ に は こ れ ら を 区 別 す る 一定の
事情 が あ っ た は ず で あ ろ う 。 こ こ で は 、 そ れ ぞ れ の 紙 種 の 個 別 な事情 ま で は 不 可 能 で あ る

が 、 紙 種 が 区 別 さ れ て い く 一 般 的 背景 に つ い て 考 え て お き た い 。
紙 は 古 く か ら 材料 を 選 び手 間 を か け さ え す れ ば 、 い く ら で も 良 質 の も の を 製造 で き た と

考 え ら れ 、 早 く か ら 製造 さ れ る 紙 の 品 質 に 大 き な 差 が あ っ た よ う で あ る 。 1 0 世紀 の 「 延 喜
式 J 巻 1 4 縫殿寮の項 に 当 寮 の 年料 雑物 と し て 給 さ れ る 紙 に 「 上 紙 j と f 凡紙 J と が あ っ た
と し て い る 。 上 紙 は 上 品の紙 、 凡 紙 は 普通 の 紙 と 言 う こ と で あ ろ う か 。 ま た 、 「 別 緊符宣
抄 J に 載 せ る 延 喜 1 4年 （ 9 1 4 )  8 月 1 5 日 の 官符か 官宣 旨 か に 諸 国 例進地 子雑物 と し て 伊 豆

国 か ら 「 中 紙5 0帖 」 、 播磨固 か ら 「 上 紙 2 , 00 0張 J を 進 上 す る 旨 の 記事 が あ る 。 上紙 は
「 延 喜 式 J の そ れ と 同 じ で あ り 、 中 紙 は 同 式 の 凡 紙 と 同 じ も の で あ ろ う 。 少 し 降 る が 1 2世

紀の 「 兵範 記 J 仁平 2 年 （ 1 1 52 ) 5 月 29 日 条 に 「 美 紙 l 積 J 「 次紙 1 積 」 と み え る が 、 美
紙 は 上 紙 と 重 な る 部 分 が 多 い で あ ろ う 。 次 紙 は 美 紙 に 継 ぐ 美 し い 紙 と い う こ と で あ ろ う か、
中 紙 ・ 凡紙 よ り 品 質 が 上 か 、 同 じ ぐ ら い の も の で あ ろ う 。 「 山 塊記 J 治 承 2 年 （ 1 178 ) 1 1  
月 1 2 日 条 に 法会 の布 施 と し て 「 雑 紙 3 0 0帖 J を 進 め た 記事 が 見 え る が 、 こ の 雑紙 と は ど の
よ う な も の で あ ろ う か 。 ま た 、 少 し 降 る が 「 師守記 J 暦応 3 年 （ 1 340 ） 正 月 元 日 条 に 引 出
物 と し て 「 中 紙 J と 「 雑 紙 J が並 ん で でて く る 記 事 が あ る か ら 、 こ れ ら の 雑 紙 と は 中 紙 よ
り は低 い ラ ン ク の 紙 を 差 し て い る も の と 思 わ れ る 。 「 令 義 解 J 職員 令 中 務 省 図 書 寮条 に 造
紙手 4 人 の 職 掌 と し て 「 掌 造雑紙 J と み え る が 、 こ の 場合 は 諸 々 の 紙 の 意 か 質 の 劣 る 紙 な

のか 一 考 を 要す る だ ろ う 。 「 吉続 記 」 文永 8 年 （ 1 27 1 ) 正 月 2 6 日 条 に は 外記 政 に お い て 吉
書 の 正 文 に は 「 上 紙 J 、 案文 に は 『 下 紙 J が用 い ら れ た と す る 記 事 が あ る 。 下紙 も 中 紙 か
雑紙 と 重 な る 品 質 の 紙 で あ ろ う 。 以上 の こ と を 総合 す る と 、 平 安期 以 降 、 紙 の 品 質 を 表 わ
す 名称 は 、 ラ ン ク が 上 の 順 か ら 言 え ば 、 主 と し て 「 上 紙 」 「 中 紙 J 「 雑 紙 J で あ っ た と 言
え る の で は な い だ ろ う か 。
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と こ ろ が 、 上 の 3 つ の 品質 の ラ ン ク を 示 す名称 の う ち 「 上紙 」 と そ の類似の称 だ け は 早
く に文献史料 に 姿 を 見せ な く な る 。 す な わ ち 、 た と え ば事徳 3 年 （ 1454 ） に 誌 さ れ た 「 撮
壌集 」 の紙部 に 、 「 中 紙 J と 「 雑紙 J と は 並んで載せ ら れ て い る の で あ る が 、 「 上紙 J や
そ の類 語 は 全 く み え な い の で あ る 。 上紙の名称 は も と も と そ れ ほ ど 多 い わ け では な い が 、
最 も 盛 ん に 文献 に登場す る の は 12世紀初め成立の 「 朝 野群載 」 の記事 あ た り ま で で あ る 。
そ の 後 は 、 南北 朝 こ ろ 成 立 の 「 麟 麟抄 」 な ど に も 見 え 、 全 く な く な っ た わ け で は な い が 、
こ の よ う な 品質 の 良 い紙 を 表 示す る 形 容の名称は探す こ と が難 し い の で あ る 。 こ の こ と は、
1 1 ～ 1 2世紀の頃 に は 既 に 上級 の 品 質 を 表わ す一般名詞が消 え つ つ あ っ た こ と を 示 し て い る
ので あ り 、 こ の よ う な上級紙 は他 の特定の 固有名詞で も っ て 呼 ばれ 出 し た の で は な い か と
考 え ら れ る の で あ る 。 紙 の原材料 や 品 質 を 表わす以外 の紙種の称号 は 、 こ う し て ま ず 上質
の紙か ら 始 っ た と す る の は 自 然 な 推論で あ ろ う 。

し か し 、 紙 の 原材料や 品質 を 表 わ す 以外 の紙種の称号は 、 何 も 上 級紙 だ け に限 ら れ る も
ので は あ る ま い 。 中 紙 に つ い て い え ば 、 雑紙が室 町 ・ 戦 国 時代 に 降 っ て も 文献上 の所見が
頻出す る の に比 べて 、 そ の所見頻度が 下が り 気味 で あ る の は 、 こ の 中 紙程度 の 品 質 の 紙 の
一部が室町期 か そ の 辺 に 何 か 別 の 固有名詞で呼ば れ る よ う に な っ て い っ た 可 能性 を 示 す も
の で あ ろ う 。 さ ら に 雑紙 で さ え 、 そ の 一部 が雑紙一般 か ら 区 別 さ れ実際 に 固 有 の 呼ばれ方
を し て い る 例が あ る 。 た と え ば 、 「 鹿苑 日 録 」 天 文 6 年 ( 15 3 7 ） 正 月 8 日 条 に は 人 に 「 美
濃雑紙 5 帖 J を 贈 っ た こ と 、 同元 和 8 ( 1 6 2 2 ） 年 正 月 8 日 条 に は 人 に 『 奈 良雑紙 1 束 」 を
進呈 し た記事 が あ る 。 「 看 聞 日 記 」 の永享 7 年 4 月 3 日 条 に よ れ ば 、 奈 良雑 紙 は 薄 く 淡 い
絵が刷 り 込 んで あ る 「 酒 拭紙 J で あ り 、 こ れ ま で に な い 風流 な も の だ と い う 。 室 町期 の上
流階級 の ト イ レ ッ ト ・ ペ ー パ ー や テ ィ ッ シ ユ ‘ ペ ー パ ー と し て も 有 名 で あ る 。 筆 写用 と し
て は雑紙で あ っ て も 特定の用 途か ら すれば風流 と 言 う こ と に な ろ う 。 美濃紙 は 、 「 蔭涼軒
目 録 J 長享 2 年 6 月 20 日 条 に 「 美 濃薄 白 J と あ る よ う に 薄 く て 白 い 紙 だ っ た の で あ ろ う 。
「 師守記 」 暦応 4 年 （ 1 3 4 1 ） 正 月 2 ・ 3 日 条で は 中原師右 が女房や子女 に対す る 引 出 物 と

し て 美 濃紙 を 与 え て お り 、 上 質 の も の と は 思 え な い 。 他方 、 「 親元 日 記 」 文 明 3 年 1 0 月 6
日 条 で は足利義政の草子の用 紙 と し て 「 い か に も あ っ き美濃紙 J を 進上 す る よ う 土岐 氏 に
命 じ て い る 記事 が見 え る か ら 、 良 質 の 厚 い 美濃紙 も あ っ た の で あ ろ う 。 し か し 、 奈良紙は
も ち ろ ん の こ と 普通文書 に は使用 し な か っ たで あ ろ う し 、 美濃 紙 に つ い て も 普通 に 文書 に
使用 さ れ た も の か ど う か は も う 少 し 文 献史料で探 し て み る 必 要 が あ ろ う 。 と も か く 、 雑紙
の よ う な下級品の 紙 か ら も 特定の紙種が分化す る こ と は確 か で あ ろ う 。

こ こ で指摘 し て お き た い こ と は 、 こ れ か ら検討 し よ う と す る 「 引 合 ・ 杉原 ・ 檀紙 ・ 厚紙
・ 薄葉 ・ 烏 子 J 等 の 紙種 は 、 こ の よ う に特定の固有名詞 で も っ て 区 別 さ れ る こ と の な い 一

般の紙 、 あ る い は 品 質 の それ ほ ど 良 く な い 「 中 紙 ・ 雑 紙 」 等 が前提 と し て あ っ て 、 は じ め
て こ れ ら か ら 分化 し て く る と い う こ と で あ る 。 し た が っ て 、 上 記 の 紙種 だ け で紙全体 を 言
い尽 く せ る も の で な い の は 勿 論の こ と 、 文書料紙全体 を 説明 し 切れ る も の で は な い 。 し か
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し 、 こ の よ う に 特定 の 固 有名 詞 を も っ て 称 さ れ る 紙種 は 、 上質 の も の で あ れ 下級 品 で あ れ
いずれ も 世 に広 く 受 容 さ れ た 紙 で あ っ た こ と は 間違 い な い で あ ろ う 。 そ の よ う に 考 え て み
れ ば 、 こ れ ら の紙種の文 献史料上 の所見 を 追 う こ と が 、 時代時代 に 最 も 持 て 噺 さ れ て き た
紙種 の歴史 的変遺 を み る こ と に繋 が る と 言 え よ う 。
( 3 ） 紙屋紙 と 陸奥紙 － 檀紙
檀紙 は 、 1 0世紀初 め の 「 和 名抄 J に 、 緒紙 を 意 味す る 「 穀紙 」 と 並ん で掲 載 さ れ て い る。

こ の こ と は 、 椿紙の l 種 で あ る 檀紙が一般 の格紙 と は 区別 さ れ た あ る 特徴 を も ち 、 広 く 一
般 に需要 さ れ て い る こ と を 示 す も の で あ ろ う 。 他 方 、 陸奥紙 も 、 1 0世紀後半 の 「 蛸蛤 日 記」
「 宇津保物語 J 「 西 宮記 」 等 に み ら れ 、 す で に産地名が紙種の 固有名称 に な っ て い る こ と

がわか る 。 陸奥紙が檀紙の 1 種で あ る こ と は 、 1 4世紀 中 ご ろ 成 立 の 「 河 海抄 」 に 見 え る と
こ ろ の 、 檀 は 「 ま ゆ み の 木 J の 意 味 で あ り 、 檀紙 は陸奥固 か ら 漉 き は じ め た 、 と い う 記事
に よ っ て 一 般的 に知 ら れ て い る 。 天文元年 ( 153 2 ） 成 立 の 百科事典 「 塵 添挨 嚢抄 J に も
「 源 氏 に ミ チ ノ ク 紙 と 云 は檀紙の こ と な ん 、 檀紙 は陸奥 よ り 始 ま り け る 也 」 と あ り 、 1 6世

紀 に な っ て も 檀紙が陸奥 国 か ら 起 っ た と 信 じ ら れ て い る こ と が わ か る 。 ま た 、 中 原家編纂
の 「 除 目 抄 J に 引 く 寛元 3 年 （ 1 2 4 5 ） 正 月 の除 目 に お い て も 硯 の 包 み紙が 「 檀紙頗普 通 、
非陸奥之檀紙 」 と み え 、 檀紙 に は 少 な く と も 普通 の檀紙 と 陸奥 の檀紙 と の 2 種が あ る こ と
が示 さ れ て い る か ら 、 お そ ら く 陸奥紙が檀紙の 1 種 で あ る こ と は ま ず間 違 い の な い と こ ろ
で あ ろ う 。 し か も 、 陸奥紙 は普通 の檀紙で はな く 特別 の檀紙だ と い う の で あ る 。 つ ま り 、
1 0世紀後 半 に は 檀紙一 般 か ら 区 別 さ れ て 陸奥紙 と い う 紙種が成立 し て い た こ と に な る 。 そ
れでは 、 檀 紙 あ る い は 陸 奥紙 と は ど の よ う な紙 だ っ た の で あ ろ う か 。

ま ず 、 陸奥紙 か ら 見 て い く と 、 「 枕草子 」 の 「 白 く き よ げな る 陸奥紙 」 と い う 記事 、 ま
た 「 源 氏 物 語 j の 「 陸奥紙 の 厚 ご え た る J 「 う る は し き 紙屋紙 ・ 陸奥紙 な ど の ふ く だ め る
に 」 「 陸奥紙に て 年 経 に け れ ば黄 ば み j な ど の記事か ら そ の性質が窺わ れ る 。 す な わ ち 、
白 く て 厚 く て 美 し く 柔 ら か い 紙 で あ っ た 。 た だ 、 そ の 白 さ も 年 を 経 る と 黄 ば む も の で あ る
と い う 。 年 を 経 る と いっ て も 何百年 と い う も の で は な い だ ろ う か ら 、 結構黄 ばみ易か っ た
の で あ ろ う 。 お そ ら く 陽 に晒 し て 白 く な っ た も の で あ ろ う が 、 繊維以外 の組織体が多 く 残
っ て い て変色す る の では あ る ま い か 。 大 き さ に つ い て は こ れ に 触れ る 記 事は な い か ら 、 と
く に大 き い も の では なか っ た であ ろ う 。 陸奥紙 の 用 途 は 、 上表や消息 の料紙 、 和歌の懐紙、
あ る い は道 具 の 包 み紙 に も 使 っ た よ う で あ り 、 そ の 際染紙 に し て 使用 さ れ る こ と も あ っ た
よ う で あ る 。 。 こ れ は 、 「 西宮記 」 の 「 其 表者以 陸奥紙書 之 J と い う 記事 、 「 宇 津保物語J
の 「 宮の御消息 に て 、 陸奥紙 に女御書 き 給 ふ 」 、 「 今 昔物語 J の 「 陸奥 紙 に 書 き た る 歌 J 、
「 今鏡 J の 「 紅梅の陸奥 紙 に 巻 た る 笛 」 と か の記 事 よ っ て 知 ら れ る の で あ る 。 ま た 、 「 御

堂関 白 記 」 寛弘 6 年 ( 10 0 9 ) 1 2月 2 日 の条 に 「 公 紙甚依下 品 、 給陸奥紙 」 と 見 え る よ う に、
「 公紙 J が も と も と 悪 い の か 、 こ の時 た ま た ま 悪 か っ た の か 分 ら な い が 、 少な く て も 陸奥

紙は上 質 の 紙 と 考 え ら れ て い た の で あ ろ う 。 源氏物語の 「 う る は し き J と い う 形容が物語
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る よ う に 当 時の 上 品 紙 と 考 え て よ か ろ う 。 「 讃岐典侍 日 記 」 に よ れ ば 、 汗 を 拭 く た め や枕
紙 に も 用 い ら れ て い る よ う で 、 こ れ は 厚 く て 柔 ら か だ っ た か ら で あ ろ う 。 こ の こ と に よ っ
て 陸奥紙の 品質が良 く 評価 さ れ て い な い と は言 え な い で あ ろ う 。 と こ ろ が 、 陸奥紙 の 文献
史料上 の所見は 、 平安期 が 中 心 で、 あ り 、 鎌倉期で は 1 3世紀前半成立 の 「 飾抄 J や鎌倉期末
の 「 と わ ず が た り 」 に 見 え る も の の 、 あ ま り そ の 名 を 確認 で き な く な る 。 し た が っ て 、 こ
の紙 は 、 平安期 を 中 心 に持 て 嚇 さ れ た 紙 と 考 え る べ き で あ ろ う 。 そ の後陸奥紙が ど う な る
か 、 ま た檀紙 と の比較つ い て は の ち に 改 め て 考 え て み る 。

そ れ で は 、 普通の檀紙 と は どん な も の だ っ た で あ ろ う か 。 先 の 「 和 名 抄 J の紙 種 に 「 檀
紙 ・ 穀 紙 」 に 次 い で 「 紙屋紙 」 が載せ ら れ て い る 。 こ の こ と は 、 檀紙が紙屋紙 と は 区 別 さ
れ て い る 紙 種 で あ る こ と を 表 わ し て い る 。 それ で は 、 紙屋紙 と は どんな紙で あ ろ う か 。 普
通 、 我 々 は こ れ を 「 漉返紙 」 と 考 え て し ま う 。 し か し 、 こ れ を 漉 く 工房 の紙屋院は後代の
よ う に宿紙 ばか り 製造 し て い た わ け で は な い こ と も 、 明 ら かな こ と で あ る 。 中 央 の官営工
房の技術 は お そ ら く 地 方 の職人や民 人 の そ れ よ り も 遥 か に 洗練 さ れ た も の に 違 い な い の で
あ る 。 そ の よ う な技 術 を も っ た官営工房が 「 漉返紙 」 の宿紙ば か り 製造 し て い る わ け が あ
る ま い 。 紙屋紙 は 、 先 に 引 用 し た 「 源 氏物 語 」 の 「 う る は し き 紙屋紙 － 陸奥紙な どのふ く
だめ る に 」 の記事 か ら も 分 る よ う に 、 陸奥紙 と 並 ん で美 し く 柔 ちか な紙 だ っ た の で あ る 。
ま た 、 同 じ く 源 氏の梅枝 に 「 こ こ の紙屋の色紙 の色 あ ひ花 や か な る に 」 と か 、 「 中 右 記 J
嘉承 2 年 （ 1 1 0 7 )  1 2月 4 日 条 の 「 入笛書黄紙也、 但書紙屋紙也 」 等 か ら 分 る よ う に 紙屋
院では普通 の素紙の ほ か 多 く の色 紙 を 漉 い て い た と 考 え ら れ る 。 平安期の色紙 の需要 は相
当 な も の が あ っ た と 思わ れ る が 、 「 延 喜 式 J 巻 1 5内蔵寮の 中 に 「 年料色紙 4 , 60 0張 」 を
「 差 図 書番 上 一 人 、 遺美濃国造之 」 に あ る よ う に 、 技術者 を 美 濃 に派遣 し て 造 ら せ て は い

た 。 ま た 、 「 西宮記 」 詩合 に 「 献 十首 、 書縛唐紙 」 と あ る よ う に 唐 の色紙や高麗 の も の も
輸 入 さ れ て は い た が 、 紙屋院 に お い て 上質 の色紙 が、 そ の 素材 が斐紙で あ れ 格紙 で あ れ 、
数多 く 製造 さ れ て い た こ と は 間違 い な い こ と で あ ろ う 。 こ の よ う に 、 紙屋院 で は 上 質 の 素
紙か ら 色紙 ま で抄造 し て い た が 、 紙屋 紙 と は そ こ で造 ら れ る 紙 の総称で あ ろ う 。 そ う だ と
す る な ら ば 、 先 に述 べ た 御堂関 白 記 に 出 て き た 「 公紙 J と は 、 こ の 紙屋紙の 1 部 で公 事 に
用 い ら れ る 紙 を 言 う の で は で は な か ろ う か 、 と 思 わ れ る の で あ る 。

藤原道長 は 、 公紙が粗 悪 だ っ た ので こ れ に換え て 陸奥紙 を 使 用 し た 。 つ ま り 、 陸奥紙は
公紙 と は 区 別 さ れ た 紙穫で あ っ た 。 檀紙 も ま た 、 紙屋紙延 い て は 公 紙 と は 区 別 さ れ た 紙の
呼称な の で あ る 。 こ こ に 、 「 小 右 記 」 の治安 3 年 ( 1 0 2 3 ) 1 1 月 1 9 日 条 に 「 師 手 ・ 頼忠丞相
寄文書檀紙 、 兼通書紙屋 紙 、 太政大 臣 之時被入、 依関 白 件紙敗 、 古伝云 、 表或書紙屋紙者、
以是可頼通書 白 色紙 、 無所拠 、 以 次 人 可書檀紙敗 J と い う 記事 が あ る 。 こ れ は 、 藤原氏の
大 臣 が勧学 院 に 封物 を 寄付す る 文 書 の 紙 に つ い て 、 先代の師手 と 頼 忠は檀紙 に 書 き 、 兼通
は紙屋紙 に 書 い て い て 、 先例が分 れ て い る 。 古伝 に よ れ ば 表 は 紙屋紙 に 書 く と あ る 。 頼通
は仕方 な く 白 色紙 に 書 い た が 、 筆者藤原実資は以後 は檀紙 に書 く べ き だ ろ う 述 べ て い る も
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の で あ る 。 頼通 の書 い た 「 白 色紙 」 と は 白 い 色紙 で あ っ て 、 こ れ が紙屋紙の色紙 な の で あ
ろ う 。 師予 と 頼 忠 の 先例 と 古伝 を 守 る た め 苦 肉 の 策 を 講 じ た わ け で あ る が 、 筆者は檀紙で
良 い と す る 。 や は り 、 こ こ で も 檀紙 と 紙屋紙 と は 区 別 さ れ た紙種 な の で あ る 。 つ ま り 、 檀
紙 と は 、 紙屋紙 （ 公 紙 ） でな い 格 紙 な の で あ る 。 そ し て 、 紙屋院で檀紙 を 抄 造 し た と い う
記録 も 見 当 た ら な い か ら 、 こ の よ う に 考 え て く る と 、 檀紙 と は 「 地 方 に 産 し た楕紙 J で あ
る 、 と い う こ と に な る 。 染め た檀紙 も 後代 に は現れ る が 、 最初 の檀紙 は取 り 敢 え ず 素 紙 で
あ っ た で あ ろ う 。 そ し て 、 当 然 な が ら 、 陸奥 と い う 「 地 方 に産 す る 」 陸奥紙 も 、 檀紙 の一
種 と い う こ と に な る 。

紙屋紙 （ 公紙 ） は 、 前 に述 べ た よ う に 、 か つ て け し て 組 悪 な 紙 で は な か っ た 。 む し ろ 、
檀紙の方が組悪 だ っ た に 違 い な い 。 だ か ら こ そ 、 檀紙 の う ち の 陸奥 紙 の 品質 の良 さ が紙屋
紙 と 並 ん で賞賛 さ れ た の で あ ろ う 。 し か し 、 同 じ よ う に地方産紙の陸奥紙が持て 嚇 さ れ る
と な る と 、 他 の 地方産の檀紙 も そ の ま ま で い る は ずは あ る ま い 。 技術の導入 を 図 っ て 品 質
の 向 上 に努 め る の が 、 成 り 行 き と い う も の で あ る 。 た と え ば 、 「 兵 範記 」 保元 3 年 （ 1 1 58)  
1 2月 1 8 日 条 に 「 定文 硯居折敷 、 副筆墨料紙二巻 、 続美麗檀紙各三枚 」 と あ る よ う に 、 美 し
い檀紙が存在す る よ う に な っ た の で あ る 。 ま た 、 「 山 塊記 J 保元 3 年 7 月 4 日 条 に 「 単重
一重扇 、 褒 白 檀紙 J と 見 え る よ う に 、 白 い 檀紙 も 造 ら れ て 行 く の で あ る 。 お そ ら く 、 平安
後期 に は 陸奥檀紙 と 他 の 地 方 の檀 紙 の 品 質 の 差 は 、 殆 ど な く な っ て 行 っ た の で あ ろ う 。 だ
か ら こ そ 、 鎌倉期 以 降 に は 、 「 陸奥紙 」 の 名称 は 檀紙一般 の 中 に呑み込 ま れ て し ま っ て 、
文献史料 に も 現 れ な く な る の では な い か 。 逆 に 言 え ば 、 平安後期以降の檀紙 は 、 陸奥紙 と
同 等 の 品 質 と な っ た と 言 え る 。 そ し て 、 か つ て 、 陸奥紙が粗悪 な公 紙 に 代 っ て 用 い ら れ た
よ う に 、 質 の 向 上 し た檀紙 も 粗悪 な紙屋紙 （ 公紙 ） を 駆逐 し て 新 た な公 文 の 料紙 と し て 使
用 さ れ て 行 っ た も の と 思 われ る 。 他 方 、 同 じ 頃紙屋院 は反対 に 檀紙 に押 さ れ て 公 紙の生産
を 止 め 漉返紙専 門 の 工房 と 化 し 、 そ の た め 「 中 右記 」 大治 5 年 ( 1 1 30 ) 6 月 15 日 条 に 「 依
為内御物忌用 宿 紙 、 請蔵人所紙屋紙 J と あ る よ う に 、 紙屋紙 と い え ば宿 紙 を 意味 す る よ う
にな っ て 行 く の で あ ろ う 。

そ れ で は 、 こ こ で 品質 の そ れ ほ ど良 く な か っ た 頃 の檀紙 と は どの よう な紙 だ っ た か 、 考
察 し て お こ う 。 ま ず 、 檀紙の用途 で あ る が 、 例 え ば 「 左経記 J 寛仁 2 年 ( 1 0 1 8 ) 2 月 5 日
条 に 「 先奏 草 、 決奏清書 、 書黄紙 、 即 入上表宮、 表檀紙 J と あ る よ う に 、 主 と し て 文 書 を
入れ た 笛 を 包 む 紙 と し て 利 用 さ れ て い る の で あ る 。 こ の 時 の 文 書 は 天皇 に進上す る 奏 （ 上
表 ） で あ る が 、 こ れ は 黄 紙 に 書 か れ て い た 。 お そ ら く 、 紙屋紙 の黄色紙 な の で あ ろ う 。 そ
の 他 、 檀紙 は紙硯 ・ 経典 ・ 道具 ・ 宮等 の包 みや敷物 、 そ し て 髪 を 包 ん だ り 、 紙撚 り を 作 る
材料 な ど に 使用 さ れ て い る 。 こ の よ う な用途か ら 考 え れ ば 、 丈夫な紙 で あ っ て も 決 し て 上
品な紙 では あ る ま い 。 そ の後 、 檀紙は紙質 の 向 上 に伴 い 、 陸奥 紙 を 追 う よ う に 公 文 に使用
さ れ て 行 く 。 早 い 例 で は 、 「 小右 記 」 長元 2 年 （ 1 0 2 9 ) 7 月 6 日 条 に 「 右 中 弁頼任持来伊
賀守光 清 申 文 、 書檀紙 J と あ る よ う に 、 申 文 に使 わ れ て い る 。 そ の 他 、 告 文 ・ 名 字 ・ 勘文
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－ 願文 ・ 書 状 な ど に 使用 さ れ て い る よ う で あ る 。 し か し 、 檀紙 は 、 質が 良 く な っ た と し て
も 一級 品 に な っ たわ け で は な い 。 「 兵 範記 」 仁 平 2 年 （ 1 152 ) 8 月 28 日 条 に 「 檀紙三十帖、
美紙五十帖 」 の よ う に 、 美紙 と 檀紙 と が並び称 さ れ る こ と が し ば し ば 見 受 け ら れ る 。 檀紙
は 、 良 く な っ て も 美 紙 で は な い の で あ る 。 だ か ら 、 質 が良 く な る 以 前の檀紙 は 、 堅 く て ご
わ ごわ し た い わ ゆ る 強紙 だ っ た の で あ ろ う 。 陸奥紙 が賞賛 さ れ て い る と き は 、 檀紙 に対す
る 誉 め 言 葉 は な か っ た 。 そ の 点、か ら い え ば 、 色 も 陸奥 紙の よ う な 白 さ は な く 、 厚手で あ っ
て も そ れ ほ ど厚 い も の で は な く 、 大 き さ も 普通 で あ ろ う 。 厚 い と か 大 き け れ ば そ れ な り の
形容が さ れ て し か る べ き で あ る が 、 檀紙の説 明 に は そ の よ う な形容 は な い の で あ る 。 と す
る な ら ば 、 説 明 の な い 部 分 は 普通 の形 と 考 え る し か な い で あ ろ う 。 平安 期 の 檀紙 は 、 地方
産の楕紙が 中央 に 認 め ら れ た も の で 、 当 時 の い わ ゆ る 普通 の紙 だ っ た の で あ る 。
( 4 ） 高檀紙 と 引 合
質の 良 く な っ た檀紙 は 、 鎌倉期 に な る と 、 文書料紙 と し て は 完全 に紙屋紙 を 押 し退 け 、

公 文 の 料紙 い わ ゆ る 「 公 紙 J と な っ て 行 っ た 。 文 書料紙ばか り で な く 和歌懐紙や経紙等 に
も 大 い に使 用 さ れ 、 用 途 に 応 じ た 発展 ・ 展 開が見 ら れ る よ う に な る 。 そ の展 開 の 方 向 を 整
理す る と 、 大 き さ が拡大 す る 方 向 と 品 質 を 向 上 さ せ る 方 向 の 2 つ に 分 け る こ と が で き る よ
う で あ る 。

ま ず 、 大 き さ の 拡大 し て 行 く 方 向 か ら 考 え て み よ う 。 「 山塊 記 J 元暦元年 （ 1 1 84 ) 8 月
27 日 条 に は 、 「 頭弁於鬼 間褒表函於檀紙二 枚 、 不 引 千 加陪 、 此檀紙殊高 也 J と 見 え る 。 こ
の 当 時 、 文 書 の 天地 の 巾 を 高 と 呼 び 、 端奥 の 巾 を 広 と 称 し て い た 。 こ こ に 見 え る 檀紙 は殊
の ほ か 天地 が高 い と い う の で あ る 。 も ち ろ ん 、 天 地 だ け が 高 か っ た の で は な く 、 それ相応
に左右 も 広 か っ た の で あ ろ う 。 つ ま り 、 大 き い の で あ る 。 天地の 高 は こ の よ う に 文書 の 大
き さ の バ ロ メ ー タ ー と し て 使 わ れ て い る わ け で あ る 。 平安 末期 、 既 に檀紙 は 大 き く な り つ
つ あ っ た 。 「編御記 」 建永元年 ( 1 206 ) 4 月 24 日 条 に は 「 勘文 付外 記 、 以 高 檀紙一 枚書之」
と あ り 、 「 高檀 紙 」 な る 紙種 が見 え る 。 こ れ は 上 の よ う に 高 が あ っ て 大 き い 檀紙 の こ と で
あ ろ う 。 少 し 下 が る が 、 「 圏 太暦 」 文和 5 年 （ 1 356 ) 3 月 3 日 条 に 引 用 の柳原忠 光の書状
中 に 「 御製高檀紙 に 被遊 了 、 中殿御会以前 は普通檀紙候敗 J と あ る こ と か ら も 分 る よ う に、
檀紙全体が大 き く な り 出 し た の で は な く 、 大 き な 檀紙 と 今 ま で通 り の檀紙 に 分れ始め た わ
け で あ る 。 高檀紙 の 用 途 を 史 料 に 見 え る ま ま に列 記す る と 、 『 勘文 ・ 消息 ・ 歌書 ・ 奉 書 ・
小折紙 ・ 呪 文 ・ 除 目 執筆 ・ 和歌懐紙 ・ 硯包 み 」 な どで あ る 。 普通 の檀紙 は 「 書状 ・ 和歌懐
紙 J 等 に使用 も さ れ る が 、 多 い の は 笛 ・ 硯 ・ 書籍な ど の 上 包 で あ る 。 高 檀紙 ・ 檀紙 と も に、
文書以 外 に も い ろ い ろ 使用 さ れ て い る が 、 文書の料紙 と し て も 用 い ら れ て い る こ と が確認
で き る 。 し か し 、 高 檀紙 は 文書 に 用 い る と 言 っ て も 、 日 常 の書札 に は使用 し な い よ う で あ
る 。 ど の よ う な 文書 の料紙 に使 用 さ れ る 傾 向 が あ る か は 、 後 に 改め て 検 討 し て み た い 。

檀紙 お よ び高檀紙 の 高 さ の 寸法 で あ る が 、 いず れ も こ れ ら を 和歌懐紙 に使用 し た場合の
寸法 の 史料が あ る 。 1 4世紀後半成立 の 「 今 川 了俊書札礼 」 に は 、 讃岐檀紙 を 上 下 1 尺 ばか
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り に切 る と し て い る 。 「 園太暦」 延 文 2 年 （ 1 3 5 7 ) 3 月 26 日 条 に は 、 洞 院 公 賢 が 人 を し て
「 百 首愚詠 」 を 讃岐高檀紙 に清書 さ せ て い る記事がみ え る が 、 そ の 高檀紙 を 切 り 落 と し た

高 さ は 1 尺 2 寸 と い う 。 し か し 、 師匠 の為定入道 の説 は 1 尺 2 寸 8 分 だ と い う 。 1 5世紀末
成立の 「 和 歌深秘抄 」 で は 、 四位の人 は 1 尺 1 寸位で 、 こ れ が高檀紙 だ と い う 。 こ れ ら の
史料 か ら 言 う と 、 檀紙は 1 尺 前後 、 高檀紙 は 1 尺 l 寸 か ら 1 尺 2 寸 ～ 2 寸 8 分 と い う こ と
に な る 。 も っ と も 、 どの よ う な定規で測 っ た 寸法 か問題 で あ る が 。

高檀紙は さ ら に大 小 に 分 れ て い く 。 「 看 間 日 記 」 永享 6 年 （ 1 434 ) 4 月 4 日 条 に 「 今 日
御百首清書 、 大 高檀紙廿枚書 之 J と あ り 、 室町 中 期 に は大 高檀紙が成立 し て い る こ と がわ
か る 。 大高檀紙 の反対概念 と し て 小高檀紙 と い う 名称 も 出 て く る 。 「 康富記 」 嘉吉 3 年
( 144 3 )  9 月 9 日 条 に 「 端作令談合菅少納言継長書進 之 、 小 高 檀紙也 」 と あ る こ と に よ っ

て 確認 で き る 。 大高 と 小 高 は対概 念 で、 あ る か ら 、 例 え ば天文 1 7年 （ 1 548 ） 成 立 の 「 運 歩色
葉 集 」 に は 「 大高檀紙 ・ 小高 檀紙 J と 並 び称さ れ て い る 。 大高 ・ 小 高 がで、 き て も 高檀紙 と
い う 名 称は 長 く 残 っ て い く 。 大高 と 小 高の総称で、 あ ろ う が 、 図 っ た こ と に 「 撮壌集 」 では、
「 高檀紙 J と 「 小高檀紙 」 が並称 さ れ て い る 。 こ の場合 、 高檀紙 は 大 高 の 意 味で あ ろ う 。

そ う だ と す る と 、 逆 に 大 高 と 高檀紙が並称 さ れ れ ば 、 高檀紙 は 小 高 の 意 味 と な る の で あ ろ
う か 。 高檀紙 と は そ う し た含 み の あ る 概念 で あ ろ う。 室町 中 期 以降 の檀紙 は 大 き さ か ら 言
っ て 、 普通 の檀紙 ・ 小 高檀紙 ・ 大高檀紙の 3 つ に 分化 し た と 言 い う る 。

こ の よ う な檀紙の産地 に う ち で 、 時期 に よ っ て 突出 し て 有 名 に な る 産地が現 れ る 。 も ち
ろ ん 、 初 め は 平 安期 の陸奥檀紙 であ る が 、 鎌倉期 の 「 除 目 抄 」 に も 「 檀紙頗普通 、 非陸奥
之檀紙 」 と て 、 特別 の檀紙 と し て 持て 嚇 さ れ て い る 。 次 い で有 名 に な る の は 讃岐檀紙 で 、
「 花 園 院御 記 j 正 中 2 年 ( 1 3 25 ) 1 2月 1 1 日 条 に 「 抑状 二枚書之 、 加礼紙切懸封之 、 不加立

紙入函 、 以 讃岐檀紙一枚衰之 J と あ り 、 確認で き る 。 讃岐 は 、 先 に 見 た 「 園 太暦 」 延文 2
年 ( 1 357 ) 3 月 26 日 条 で 高檀紙 の 名柄産地 と し ても 文 献 に 見 え る が 、 以 後 は 所見 がな く な
る 。 次 い で有名 に な る の は備 中檀紙 で 、 「 看 間 日 記 J 永事 13年 ( 1 44 1 ） 正 月 1 9 日条 に そ の
名が見 え る 。 備 中 は そ の 後 も 檀紙の産地 で 、 「 鹿苑 日 録 」 永禄 9 年 ( 1 566 ) 5 月 7 日 に小
高檀紙 の名所 と 紹介 さ れ 、 そ れ ま で も 引 合 や高檀紙の産地 と し て も 文献 に 姿 を 見せ る 。 最
後 に 、 「 言 継卿 記 J 弘治 3 年 （ 1557 ） 正 月 18 日 条 に 甲 斐 の 藁檀紙が見 え て い る が 、 こ れ は
「 大乗 院寺 社雑事記 」 文 明 7 年 ( 1476 ) 1 0 月 9 日 条の 「 甲 斐 田 紙 J と 同 じ も の で な い だろ

う か 。 「 田 紙 J は 「 檀紙 」 の 意 か 、 「 藁紙 J の意 か 、 検討 を 要 す る 。
以上 、 鎌倉期以降 の檀紙 に つ い て 、 そ の 大 き さ が徐 々 に 増大 し て い く 様 を 見 て み た 。 そ

れでは 、 品 質や性質 は変 ら な い の か と い う と 、 そ う で も な い ら し い 。 「 康富 記 J 嘉吉 2 年
( 1 442 ) 1 0 月 9 日 条 に 、 能筆家世尊寺 行豊 の教示を 受 け た 結果 と し て 、 紙面 の状態 に 能 く

合 う 筆 が ど ん な も の か に つ い て の 紹介 が あ る 。 そ れ に よ る と 、 「 ふ 〈 さ 紙 に は鹿 の 毛 、 打
紙 に は 兎の 毛 、 強紙 に は 狸 の 毛 」 が合 う と 言 う 。 そ う す る と 、 紙 に 筆 で文字 を書 こ う と す
る 時 、 紙種 に か か わ らず紙面 の状 態 は 、 「 ふ く さ 紙 」 「 打紙 」 「 強 紙 J の 3 つ の状態 に分

80 



け ら れ る ら し い 。 「 ふ く さ 紙 」 は柔 ら か く ふ っ く ら し て い て 墨 の渉 み 易 い 紙 面 の 紙 、 「 打
紙 J は表面 が平滑で筆が走 り や す く 墨 の渉 ま な い 紙面 の紙、 「 強紙 」 は表面がざ ら ざ ら し
て 墨 の 乗 り に く い紙面 の 紙 で あ ろ う 。 行豊 は つ づ い て 「 御 告 文 高檀紙 の ふ く さ 紙な ら ば鹿
毛の筆可宣 之 」 と 中 原康富 に忠告 し て い る 。 こ の 文意 か ら 考 え れ ば 、 高檀紙 に は 祇紗紙 も
打紙 も 強紙 も あ り う る と い う と い う こ と に な る 。 それ は ま た 、 引 合 や杉原紙 に つ い て も 、
当 て は ま る と い う こ と で あ ろ う 。

こ こ に 見 え る 祇紗 紙 の 高檀紙 に つ い て は 、 「 康富記 J の他の 日 条 に も 記事 がみ え る 。 嘉
吉 2 年 10 月 1 日 条 に 「 日 次事 、 被尋之後 、 重可被仰也 、 料紙大高檀紙 フ ク サ 也 」 、 同 年10
月 13 日 条 に 「 御料紙高檀紙十 枚 、 自 殿 下被副御草被下 之 、 頭弁 明豊朝 臣 被取 之 、 フ ク サ紙
也 」 な ど で あ る 。 大高檀紙 ・ 高檀紙 は 大 き な紙で あ り 、 そ れが 械紗紙 だ と す る な ら ば厚 く
て ふ っ く ら し た 紙で あ ろ う か ら 、 こ れ と 近世の大鷹檀紙 に 繋が る 系 譜 は 分 り やす い 。 お そ
ら く 、 こ の 械紗紙の高檀紙が檀紙 の 本流 と な っ て 行 く こ と は ま ず間違 い な い で あ ろ う 。

し か し 、 こ の 鎌倉期 以降戦国期 ま で の檀紙の展 開 は 、 本流 以 外 に も っ と 様 々 で広 い も の
が あ っ た 。 そ の 1 つ は 、 檀紙 を 染 め て 色紙 と し て 用 い て 行 く 方 向 で あ る 。 檀 紙 は 平安期で
も 偶 に 色紙 と し て も 使 わ れ て は い る が 、 本来 は 素 紙 で あ る のが檀紙の檀紙 た る 所 以 で あ っ
た 。 し か し 、 檀紙が 公紙 の世 界か ら 紙屋紙 を 退 け 、 紙屋院 を単なる 再生紙工房へ と 追 込ん
だ と し た な ら ば 、 か つ て 紙屋院の 担 っ て い た色紙 に つ い て も 、 檀紙 が そ れ を 担 っ て い か ね
ばな ら な い 運命 に あ っ た の で あ る 。 「 飾抄 」 に 「 白 檀 紙 」 「 紅 梅檀紙 」 がみ え 、 同 じ 鎌倉
中期成立の 「 今 物語 」 に 「 紅梅 の 檀紙 」 がみ ら れ る 。 「 と はず が た り J に は 「 女 房 た ち の
中 にへ は 、 箔 ・ 洲流 し ・ 名 し た へ ・ 紅梅な どの檀紙百 」 「 女房 た ち の 中 にへ檀紙 百 、 染物
な ど に て や う や う の 作 り 物 を し て 置 かれ J な ど と み え 、 檀紙 に染色 や染絵が施 さ れ て 利 用
さ れ て い る 様子が分 る 。 1 5世紀末成立 の 「 内 局柱礎抄 」 に 「 青紙 ・ 黄 紙 ・ 宿 紙等 、 叙位以
前御蔵沙汰也 、 不足之 時染檀紙也 J と み え る が 、 位記や 口 宣案 に 用 い ら れ る 麻紙 － 斐紙 ・
再生紙 の青紙 ・ 黄紙 ・ 宿紙等 が足 り な い 時 と は い え 、 そ の 代 り に 染 め た 檀紙 が用 い ら れ る
よ う に な っ て い る の で あ る 。 こ れ ら の檀紙製の色 紙 は 大 き さ や 厚 さ は様 々 で あ ろ う が 、 檀
紙の 本 来 の 姿 か ら し て 程 々 の 厚 さ で は あ る か も し れ な い 。 し か し 、 「 今 川 了 俊書札礼 」 に
「 女房 の懐紙 は 重 た る 薄様文 は薄檀紙 な と に一重 にか く な り J と あ り 、 「 薄 檀紙 J ま で造
ら れ て い る の で あ る 。 前述の 甲 斐 国 に産す る 「 藁 檀紙 」 は どん な も の で あ る か俄 か に 知 り
え な い が 、 こ れ も 含 め て 以 上 の 「 檀紙 の色 紙 」 の世界 の 広 が り は 、 我 々 が想 像す る 以 上 の
も の で あ り 、 こ れ は 中 世 檀紙 の 多 様性 を物 語 る も の で あ ろ う 。

「 実病卿 記 J 正安 4 年 （ 1 3 0 2 )  2 月 2 日 条 に 「 引 合 百帖 、 厚紙五十帖進入 、 文檀紙 少 々
置之 、 人 々 分取 了 」 と あ り 、 こ の 史料が 『 引 合 」 の文献上 の初 見 と さ れ る 。 こ の 史料か ら
では 、 檀紙 と 別 種の紙 の よ う に 見 受 け ら れ る が 、 「 言 継卿記 」 大永 7 年 ( 1 5 27 ) 8 月 20 日
条 に 「 進物檀紙 、 引 合也 」 、 「 大 館常 興 日 記 」 天 文 1 0年 （ 1 54 1 ) 8 月 朔 日 の 条 に 「 檀紙十
帖 、 引 合也 」 と あ り 、 2 0 0年 以 上 後 に な っ て も 「 引 合 」 は 「 檀 紙 」 の 1 種 と 考 え ら れ て い
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る 。 ま た 、 天文元年 （ 15 3 2 ） 成立 の r 塵添挨嚢 抄 」 で は 、 「 檀紙 は 陸奥 よ り 始 ま り け る 也、
俗 に 引 合 と 云 は 是也 」 と 記 し 、 引 合 と は陸 奥紙の こ と で あ る と 断定 し て い る 。 後述の よ う
に 、 そ の 可 能性が高 い と 思 う が 、 少 な く と も 引 合 が檀紙の 1 種 で あ る こ と だ け は間違 い な
い で あ ろ う 。

正安 4 年の初見史料以 後 、 引 合 は 、 文献上の所見が益々 増 え て 行 く か ら 、 鎌倉期 に檀紙
か ら 区 別 さ れ て のち 、 独 自 の 発展 を 辿 っ た も の と 推測 さ れ る 。 室町期の紙の種類 を 挙 げ る
「 撮壌集 J で も 「 高 檀紙 ・ 小 高檀 紙 J の他 に 「 引 合 」 を 挙 げ 、 少 し 降 る 「 運歩色葉集 J で

も 「 大 高檀紙 ・ 小高檀紙 」 の他 に 「 引 合 J を 挙 げ て い る 。 こ の よ う に 、 引 合 は南北朝 ・ 室
町期 に は檀紙の一翼 と し て 市民権 を 得 て い る の で あ る 。 そ れ で は 、 引 合 と 一般の檀紙 と は
ど の よ う に 区 別 さ れ て い た の で あ ろ う か 。 先の 「 塵添挨嚢 抄 」 に は 「 此檀紙 に大 小 あ り 、
当 時小 き を の み引合 と 云 と 思 ふ人 あ り J と い う 記事が み え 、 戦 国 期 の 人々 が 引 合 と は檀紙
の小 さ い も のと 思 っ て い る 、 と 書 い て い る 。 編者 は こ の考 え に距離 を 置 い て い る が 、 実際
の歴史 ・ 由 来な ら と も か く も 、 当 時の 人 々 は大 き さ で も っ て 檀紙 と 引 合 と を 区 別 し て い た
と い う こ と に な ろ う 。 そ う で あ る と す る な ら ば 、 それ 自身 そ の時代の檀紙 と 引 合 と の 区 分
の仕 方 を 示 す も ので あ る 。 少 な く と も 、 室 町期に は引 合 は檀紙 の 小 さ い も の 考 え ら れ 、 そ
の よ う に 呼 ば れ て い た の で あ る 。

と こ ろ で 、 上 の 「 撮壌 集 」 と 「 運歩 色 葉 集 J の記事か ら も 気 が付 く こ と で あ る が 、 そ こ
で 「 引 合 J と 並 んで 名 を 挙 げ ら れ る 檀紙系 の紙種 と は 、 不 思議 な こ と に普通の檀紙で は な
く 高檀紙 ば か り で あ る 。 他の 文献史料では 、 「 高 檀紙 十 帖 、 備 中檀紙十 帖給 之 J （ 「 看聞
日 記 」 永享 13年正月 1 9 日 条 ） と い う よ う に 、 高檀紙 と 普通 の檀紙 は 並 ん で 出 て く る の に 、
ど う し て こ れ ら の辞書類では普通 の檀紙が出 て こ な い の で あ ろ う か 。 つ ま り 、 引 合 の 出 て
い る 辞書類 に は 普通 の檀紙 は 出 て い な い わ けで あ る 。 考 え ら れ る こ と は 、 こ の普通の檀紙
こ そ 「 引合 J そ の も の で は な い か と い う こ と で ある 。 た と え ば 、 「 親長卿記 」 文 明 3 年
( 147 1 )  3 月 22 日 条 に お い て 「高檀紙 に も 只 引 合 に も 随御所在 也 J と い う 記 事が あ る が 、

こ の記 事 中 の 「 只 引 合 」 と い う 部 分 は 、 「 た だの檀紙 」 と 置 き 換 え て も 同 じ こ と な の で あ
る 。 こ の よ う に か ん が え れ ば 、 引 合 は 檀紙 の小 さ い も の と す る 説 は ま す ま す 当 を 得 た も の
と な っ て く る の で あ る 。 も ち ろ ん 、 室 町期 の文献 に み え る 高檀紙以外の 単 に 「 檀紙 J と 記
し て い る も の が 、 全 て 引 合 だ と い う の で は な い 。 高檀紙 を 含 む檀紙類の総称 と し て 「 檀紙J
と い っ て い る 場合 も 少 な く な い で あ ろ う 。 し か し 、 高檀紙 と 並 んで単 に 「 檀紙J と 書 か れ
て い る 場合 、 そ れ は 多 分 に 引 合 の 可 能性が 高 い と 思 わ な く て は な ら な い 。 そ れ は お そ ら く 、
「 進物檀紙 、 引 合也 J の 「 引 合也 J よ う に 親切な注記がな か っ た だ け で あ ろ う 。

そ れ で は 、 引 合 と は全部同 じ 大 き さ で大 小 の差がな い か と い う と 、 必ず し も そ う でも な
い ら し い 。 明応 4 年 ( 1495 ） 成立 の 「 東常縁関書 」 や大永 8 年 ( 1 528 ） の 「 宗五大草紙 J
に 「 小 引 合 J が み え 、 ま た 、 「 鹿 苑 日 録 」 明応 8 年 1 1 月 1 8 日 条 や 同 天 文 10年 3 月 9 日 に は
逆 に 「 大 引 合 」 がみ え る 。 こ れ ら の大 小 の 引合 の す法 は 、 今の と こ ろ 文 献史料か ら で は わ
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か ら な い が 、 大 引 合 の 大 き さ に触れ る 記事 も な い よ う で あ る か ら 、 大 引 合 で も さ 程 の 大 き
さ の も の で は な い と 思 わ れ る 。

引 合 と 高 檀紙 の違 い は 、 た だ大 き さ だ け で あ ろ う か 。 「 親長 卿記 」 文 明 3 年 （ 147 1 ) 2 
月 1 3 日 条 に 「 雛可書強紙儀被仰出 、 雛相尋難得之 問 、 書 引 合 了 、 陵遅也 」 と あ る 。 文 書 を
「 強紙 」 で書 け と 命ぜ ら れ た で あ る が 、 こ れ を 得 る こ と が で き ず 、 仕方な く 「 引 合 」 に書

い た 、 大 変 な 失策 だ 、 と い う の で あ る 。 こ の意 か ら す る と 、 「 引 合 」 に書 く い う こ と 自 体
が既 に 「 強紙 」 に書 く こ と を 意味 し ない の で あ る 。 つ ま り 、 引 合 に は強紙 の も の が あ り え
な い 、 と い う 認識が そ こ に働 い て い る の で は な い か 。 こ の よ う に紙面の状態 を 示 す概念 と
し て は 、 先 に指摘 し た よ う に 強紙の ほ か打紙 と 械 紗紙 が あ っ た が 、 推測 す る に 引 合 に は械
紗紙か打紙 の も の し か な か っ た の で は な い だ ろ う か 。 そ の 点 か ら か んが え る と 、 引 合 は 少
な く と も 檀紙 よ り は 品質 が上 で あ る と い う こ と が 予想 で き る 。

次 に 、 引 合 が どの よ う な 用 途 に 使 わ れ た か 、 検 討 し て み よ う 。 あ ま り は っ き り と 用 途 を
書 き 上 げ た も の は 少 な い が 、 強 い て 挙 げれ ば和歌懐紙 ・ 畳紙 ・ 菓子の敷紙 ・ 折紙 の ほ か消
息 に利 用 さ れ て い る よ う で あ る 。 特 に 故実書 に は 、 引 合 は書札の料紙 と し て 使 う 説 明 が 多
い 。 ま ず 、 「 今 川 了俊書 札礼 J で は 「 け そ う 文 を 書様 J と し て は 「 色 々 の う す や う j で は
あ る が 、 「 文 中 々 に 引 合 な と J も 良 い と す る 。 そ の 際 、 引 合 は 「 み ち の く の か み 」 だ と 解
説 を 加 え て い る 。 「 書札 礼法 抄 J では 「 女性の本へ の 文 に は 文 引 合 ・ 檀紙 に て 書 き て 、 杉
原 に て は書へか らす 」 と あ り 、 や は り 女性 に 充て た 文 や女性 が 出 す 文 は 、 引 合 に 書 か れ る
と し て い る 。 た だ 、 こ こ で は 引 合 ば か り で な く 檀紙で も よ い と す る 。 こ の場合の檀紙 は 引
合 と 並 列 に 書 か れ て い る か ら 、 引 合 と 別 の檀紙 と い う こ と に な る が 、 高檀紙 か ど う か は わ
か ら な い 。 「 頗麟抄 」 では公家か ら 武 家へ は 引 合以外は 文 を 出 さ な い と い う 。 逆 に武 家 か
ら 公家 に は杉原紙で 書 く が 、 折紙 な ら ば 引 合 を使 う べ し 、 と す る 。 南北朝期 か ら 室町初期
の故実 書 は 、 全 て 、 公家や女性 は書状の料紙 に は 引 合 を 使 う の だ 、 と し て い る の で あ る 。

降 っ て 、 文明 10年 （ 14 7 8 ） 成立 の 「 二判 問答」 は 「 書状料紙 用 引 合事 、 近年竹園大 臣家
之外不 可 用 様存候哉 、 冷 泉 中 納言 為相卿書 状 、 暦 応之 頃 、 武家輩等 用 引 合所 見有 之 、 不可
守株哉 」 と あ る 。 書 状 の 料紙 に は 引 合 を 用 い る も の で あ る が 、 近年 は 皇 族や精華家 し か用
い て は い け な い の か 、 冷泉為相の書状 に よ れば暦応の こ ろ に は 武家 の者 た ち も 引 合 を 用 い
て い る と あ る 、 そ の 分 を 守 ら な く て 良 い の か 、 と 問 を 発 し て い る 。 こ れ に対 し て 、 「 引合
杉原難有厚 薄大略同事敗 、 至 引 合 近 日 依其人用之事哉 J と 答 え て い る 。 すな わ ち 、 引 合 と
杉原紙 は 厚 い 薄 い の 差 は あ っ て も 大体 同 じ も ので あ る 、 引 合 は こ の 頃 は 人 に よ っ て 使 っ た
り 使 わ な か っ た り し て い る 、 と 答 え て い る 。

こ の 史料 は 幾 つ か の 重 要 な 問題 を 提供 し て く れ る が 、 取 り 敢 え ず 、 引 合 と い う 紙 は 、 鎌
合時代 以来公家 の上流階層が書状の料 紙 と し て 使 用 し て き た も の で あ る こ と が確認で き る 。
先 に述 べ た よ う に 、 高檀紙の 用途 は 、 種 々 あ っ た が 、 そ の う ち 文書 と し て 使 用 さ れ る のは、
「 勘 文 ・ 呪 文 ・ 除 白 書 類 ・ 小折紙 J な ど下 文 系 ・ 漢文 系 の 文書 の料紙 が そ の 主な も の で あ
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っ た 。 他 方 、 書札 系 ・ 候 文 系 の 「 消息 」 への使用例は あ る に は あ る が 、 さ ほ ど 多 く 使 用 さ
れ た の で は な か っ た 。 こ れ に 対 し 、 普通の檀紙 の 文書 の 用 途 つ い て は 、 書状のみ に限 ら れ
て い た 。 引 合 も ま た 文書 の 料紙 と さ れ る 場合 は 、 折紙 （ 小 折紙 か ） も 多 少 あ る が 、 多 く は
書札系 の 消 息 に 使わ れ た こ と は 、 前 に 述 べ た と お り で あ る 。 普通の檀紙が 引 合 と 同 じ も の
だ と 考 え て も 、 こ の 際文書 に 使用 さ れ る 傾 向 に は 食 い 違 い は な い の で あ る 。 こ の こ と か ら、
檀紙類 の 文 書料紙 と し て の使 用 の さ れ 方 は 、 高檀紙が下 文 系 ・ 漢 文 系 の 文書 、 普通の檀紙
で あ る 引 合 は 書札系 ・ 候 文 系 の 文 書 と 類型化 で き そ う で あ る 。

逆 に 書状 に ど の よ う な紙種が用 い ら れ て い る か 、 別 の 史料か ら 確 認 し て み よ う 。 「 石 山
本願寺 日 記 J に載せ る 「 証如 上 人 書 札 案 J と 「 顕 如 上 人 文 案 J は 、 本願寺の証知 と 顕 如が
公家 ・ 僧侶や戦 国 大 名 ら に差 出 し た 多 く の 書状 の 手控集 で あ る 。 そ れ ぞれ の 書状案の 1 通
毎 に両 人 が 文書 と と し て 使用 し た料紙 の種類が 1 つ ひ と つ 書 き 載せ て あ る 。 こ れ に よ る と 、
証知の場合 は 、 引 合 ・ 杉 原紙 ・ 厚様の 3 種の紙 を 使 用 し て お り 、 そ の使 用 の 頻度 の 多 い順
番は厚 様 ・ 杉原紙 ・ 引 合 の順 で あ る 。 顕知 の場合 は 、 引 合 ・ 杉 原紙 ・ 鳥 の 子の 3 種 の 紙 を
使用 し 、 そ の使 用例の順番 は 鳥 の 子 ・ 引 合 ・ 杉原紙の 順 で あ っ た 。 鳥 の 子 と 厚様 は と も に
斐紙で あ り 、 ほ ぼ 同 種 の紙種 と 考 え て よ か ろ う 。 と す る と 、 証知 と 顕知 は使 う 文書料紙の
種類は 、 そ の割合 こ そ 異 な る も の の 、 料紙 の紙種 自 体 は 引 合 ・ 杉原紙 ・ 斐紙 （ 厚様 ま た は
鳥の子 ） で あ り 、 両者で 異な る と こ ろ が な い 。 こ こ か ら わ か る よ う に 、 書 状 の料紙 と し て
使用 さ れ て い る 檀紙 系 の 紙は 、 引 合 は あ っ て も 、 高檀紙は 全 く な い と い う こ と で あ る 。 こ
の例 に よ っ て も 、 高 檀紙 は 書札用 の紙 では な く 、 引 合 こ そ ま さ に そ の料紙 だ っ た こ と が確
認で き る の で あ る 。

と こ ろ で 、 「 薩戒記 」 応永 33 ( 14 2 6 ） 年 正 月 26 日 条 に 「 常消 息不 可 用 檀紙 、 可 用 白 麻事」
と い う 記事が見 ら れ る 。 常の消息 に は檀紙 を 使 用 せず 、 そ れ に は 白 麻 を用 い る と い う の で
あ る 。 こ の場合 、 檀 紙 は 高檀紙 と い う わ け では ある ま い か ら 、 引 合 と 考 え る し か な い 。
「 薩戒記 J の記 主 中 山 定 親 は 中 流 の 公 家 で あ る 。 こ れ ら 中 流 の 公家 に と っ て は 、 皇親や精

華の上級公家が消息 に使用す る 引 合 は 、 そ の 消息、 の 料紙 と し て は 使用で き な い の で あ る。
彼等 は そ の 用紙 と し て 白 麻 を 使 っ た の で あ ろ う 。 自 麻 は紙 の 異名 で も あ る が 、 こ の場合 、
特定 の 紙 を 差 し て い る で あ ろ う 。 今後 、 検 討す る 必 要が あ る 。 そ れ は兎 も 角 、 こ の 史 料 を
合せ考 え る と 、 引 合 が上級公家の 書状料紙 だ と す る と 、 白 麻 は 中流以下 の書状料紙で あ っ
た の か も し れ な い 。 いず れ に せ よ 、 引 合 は 文書料紙 と い う 観点 か ら 言 え ば 、 檀紙 の う ち か
ら 書状 用 に特化 し た 紙 と 言 っ て よ い で あ ろ う 。

「 二 判問答 」 は 武 士 で あ る 二階堂政行が著 し た ので あ る が 、 そ の 関心 は武 家が書札 に ど
の よ う な料紙を 用 い る か で あ ろ う 。 こ の 史料では 、 冷泉為相 の 書状 に 載 せ る と こ ろの 、 室
町幕府 が京都 に で き た こ ろ か ら 、 武家 の う ち で も 引 合 を も っ て 書状 を 書 く も の が 出てき た、
と い う 記事 つ い て 、 そ の 可 否 を 問 答 し て い る わ け で あ る 。 後 に 述べ る よ う に武家 の 書 状 の
料紙は杉原紙で あ る が 、 も と も と 上級公家の書状用の紙 と し て 発展 し て き た 引 合 を 、 こ の
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ま ま 武 家が使用 し続 け て よ い の か 、 と い う の が 質 問 の 含意 ら し い 。 ま ず 、 こ の設 聞 か ら 、
南北朝 以降、 稀 な が ら 武 家 の 方 で も 書 状料紙 に 引 合 を 用 い 始 め た 、 と い う こ と が窺 わ れ る。
こ の こ と か ら 言 え ば 、 鎌倉期 ま で は 公 家 と 武家 と は 、 書状 に用 い る 紙 に は厳然 た る 区 別が
あ っ た と い う こ と で あ り 、 南 北朝 以後 そ の混合 が 始 っ た こ と に な る 。 こ の 間 に対 す る 答 は、
武家の 書状料紙 で あ る 杉原紙 と 上 級公家の書状料紙 で あ る 引 合 と は 、 厚 さ の 差 こ そ あ れ ほ
ぼ同 じ よ う な紙 で は な い か 、 だか ら 引 合 は こ の文明年 間 こ ろ に は 人 に よ っ て 用 い た り 、 用
い な か っ た り す る 、 と い う の で あ る 。 こ こ で 、 引 合 と 杉原紙 と が ほ ぼ相 似 た 料紙 であ る と
言 わ れ て い る こ と は 重 要 で あ る 。 こ れ は杉原紙の項で改 め て 検 討 し よ う 。 そ し て 、 この頃
で は 、 引 合 は武家が使用 し て も 構 わ な い も の と な っ て い る こ と がわ か る 。

「 鹿 苑 日 録 」 明応 8 年 ( 14 9 9 ) 9 月 27 日 条 に 「 奉行報来 、 御判紙京之 上 下 尋未得也 、 故
以 引 合 書 之 、 昔 慈 照 院殿之時 、 益之 為蔭涼 、 不得公文紙、 以 故 或 引 合或鳥子書之 J と あ る。
こ こ で は 、 足利 義澄 の奉行人 が御判御教書 の料紙 がな い の で 、 引 合 に書 い た と い う 。 こ れ
に は 、 義政時代 の先例が あ っ て 、 公文紙が な か っ た の で 引 合と か鳥 の子に 書 い た こ と が あ
る 、 と い う の で あ る 。 こ の 史料か ら分 る こ と は 、 御判紙 に は 本 来 引 合 を 用 い な い こ と 、 公
文紙 に も 本来は 引 合 や 鳥 の 子 を 用 い て い な い こ と で あ る 。 公 文 紙 と は御判紙 の こ と か或 い
は管領奉書や奉 行人 奉書 の料紙 も 含 む か検 討を 要 す る が 、 武 家 の 公 文書 に は 引合 を 用 いな
い のが原則 だ っ た の で あ る 。 因み に 、 室町幕府の 文 書 が書状様式の文書が主体で あ っ た に
も か か わ ら ず で あ る 。 そ の公 文 紙 は何 か は の ち に検討す る 。 そ れ は 兎 も角 、 こ の よ う に 、
引 合 は 時代 が下 が る に し た が い 、 武家 に よ っ て書状の料紙 に も 、 ま た 公 文紙 に も 例外的 に
使用 さ れ る こ と が あ っ た の で あ る 。

以 上 の 考 察 に よ っ て 、 引 合 の大体の輪郭が掴 め て き た が 、 最後 に そ の 品 質 につ い て 考 え
て お こ う 。 ま ず 、 本来上流公家の 書状料紙 と し て 発達 し て き た も の で あ る と す る な ら ば 、
かな り 質 の よ い も の と 考 え ね ば な ら な い 。 そ し て－ 、 時折例外的 にで は あ る が 、 室町殿の御
判御教 書 と し て も 使 用 さ れ さ え し た と い う 。 し か も 、 強紙 で は あ り え ず 、 被紗紙 な い し 打
紙の も ので あ る 。 と す れ ば 、 上 島 氏 が 中 世 の最 良 の紙 と し て 賞楊す る あ の 「 奉書 I J を 中
心 と し て グ ル ー ピ ン グ さ れ る べ き 紙種 こ そ 、 こ の 引 合 だ っ た の で は あ る ま い か 。
( 5 ） 杉原紙

「 殿暦 」 永久 4 年 ( 1 1 1 6 ) 7 月 1 1 日 条 に 「 杉原庄紙百帖 」 な る 記事が あ り 、 杉原紙 と い
う 紙種 の初 見 と さ れ て い る 。 藤原忠実が女子泰子 と 子 息忠通 に分配 し た 調 度 品 の 目録 の 中
に 見 え る も の で 、 摂関家領の杉原庄か ら納 貢 さ れ た紙 と い う こ と で あ ろ う 。 各々 百帖ずつ
で あ る か ら 、 こ れ だ けで も 相 当 の量で あ り 、 摂関家全体 と な る と か な り 多 い と 考 え て よ い。
そ れ だ け大量の紙を 生産 ・ 貢納 し て い る こ の 荘園 こ そ が杉原紙 の発祥地 と す る の も 一 理が
あ ろ う 。 し か し 、 こ こ で は 、 杉原 庄 に 産す る 紙 と 呼 ば れ て い る に過 ぎ な い か ら 、 平安後期
に は 、 他 の 一 般 の紙 か ら 区 別 さ れ た 「 杉原紙」 と い う 紙種 は ま だ成立 し て い な か っ た と 、
言 っ て よ い で あ ろ う 。
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鎌倉幕府の末 年 に 幕府 の 吏 僚 に よ っ て 編 集 さ れ た 「 北 条九代記 J の承久元年 （ 1 22 1 ） の
項 に 「 杉原紙始而流布 」 と 載 せ ら れ て い る 。 鎌倉幕府 な い し 北 条 氏 の事跡年表 で あ る こ の
年代記 に紙 の流布 が載せ ら れ る こ と 自 体 、 大変興味深 い こ と で あ る 。 こ の こ と は 、 そ れ程
ま で に こ の 杉原紙 と 幕府 ・ 北 条氏 （ あ る い は関東武士 ） と の 関 係 が深 か っ た と い う こ と を
な に よ り も 雄弁 に物語 っ て い る も の で あ ろ う 。 そ の 幕末か ら 百年以 上 前 の 承 久元年が 、 関
東 に杉原紙が普及 し 始 め た 年 と さ れ て い る の は 、 何か確か な 典 拠 に 基づ い て い る の か ど う
かは証 明 は で き な い け れ ど も 、 よ し ん ば確 かな典拠な しに こ の 年代記 に 掲載 さ れ た に し て
も 、 編纂 時 よ り 遥 か 以前 の年 か ら こ の紙が関東で使用 さ れ 続 け て き た と 、 こ の編集者 が認
識 し て い た と い う こ と だ け は 確 か で あ ろ う 。 ま た 、 流布 し 始め た と す る 年が 、 幕府が西国
に 進 出 す る 切 っ 掛 け と な っ た 承久 の 乱 の年 と し て い る こ と は 、 杉原 紙が西 国 か ら も た ら さ
れ た も の と い う 、 先代か ら の 伝承 を そ こ に 反 映 さ せ よ う と し た も の で は あ る ま い か 。

こ の よ う に 、 関東 と 杉原紙 と の 密接 な 関係が予 想 さ れ る に も か か わ ら ず 、 鎌倉時代 の 文
献の う ち に杉原紙が関東で盛 ん に 使用 さ れ て い る と 伝 え る も の は、 上の 年代 記のみで あ る 。
西国 と 見 ら れ る 史料 に お い て も 、 杉原紙の所見は 次の 2 点 に し か な い 。 1 つ は 、 正 安 2 年
( 1 3 0 0 ） 成 立 と さ れ る 「定置 印板摺写経論疏等直 品条 々 事 」 で あ り 、 「 牒書 」 や 「 巻 物 J

の料紙代 と し て 杉原 の紙 自 体 の代金 と 紙の打ち摺 り の代金が記 さ れ て い る も の で あ る 。 牒
書や巻物 の料紙 に杉原紙 が打紙 さ れ て 用 い ら れ て い る こ と がわ か る 。 も う 1 つ は 、 応長元
年の 「 応 長潅頂 記 J で あ り 、 布施 と し て 「 杉原廿枚 J を 包 ん だ 記事 であ る 。 東西 と も に こ
れ だ け し か 所見がな い わ けで あ る が 、 東 と 西 と で は そ の意 味合 い は 全 く 異 な る 。 西国 に こ
れ だ け の事例 し か な い と い う こ と は 、 公家や寺院社会 に杉原紙 の 使用 が そ れ 程浸透 し て い
なか っ た こ と を 示す も の で あ る 。 関東の史料は 西 国 の そ れ に 比 べ て 非 常 に 少 な い か ら 、 そ
の所見 がほ と ん どな い の も 道 理で あ ろ う 。 た だ 、 西 国 の 史 料 に も 関 東 に お け る 杉 原紙の普
及 に 関 す る 記事 が見 ら れ な い の は 、 東国 に お け る 杉原紙の流行 が 当 時 の 西国 に は 未 だ重要
な こ と と し て 認識 さ れ て い な か っ た 、 と い う こ と を 示 す も の に 過 ぎ な い で あ ろ う 。

と こ ろ が 、 建武新政が始 り 続 い て 京都 に 幕府が誕生 し て 、 多 く の 関東武士 が在京す る よ
う に な る と 、 関東 に お け る 杉 原紙 を 使 う 風 習 が京都 に 持込 ま れ る よ う に な った 。 室町初期
成立 と さ れ る 「 書札礼法抄 J に 「 武家 に は杉原な ら で は 文 を ば か か ぬ事 也 J と あ り 、 （ 関
東 ） 武 士 た ち は 建武新政以後 も 鎌 倉 期 の 風 習 を 引 き 継 い で 、 杉原紙 を 使 い 続 け た こ と がわ
か る 。 『 文 」 と は書 状 な い し 書札様文書 の こ と で あ る こ と は 、 同書 に 続 け て 「 文 武家の御
下文紙 と 申 は今は鎌倉紙也 、 杉原 に あ らず J と い う 記事か ら も 明 ら か で あ ろ う 。 下 文 の料
紙は杉原紙 で は な い ので あ る 。 言 い換 え れ ば 、 杉原紙 は武士 の 書状 な い し 書 状 系 統 の 文 書
の料紙 だ と い う こ と に な る 。 他方 、 下 文 な い し 下 文 系統 の料紙 は 「 御下 文紙 J な い し 「 鎌
倉紙 J と 呼 ばれ る も の だ と い う 。 「 鎌 倉紙 J と 呼 ばれ る 限 り 鎌倉期以来使用 さ れ て き た と
考 え て よ い で あ ろ う 。 鎌倉期 に は 『 御 下 文 紙 J と 呼 ば れ 、 建武期以 降 か つ て 鎌倉幕府 の下
文 に使 用 さ れ た 紙 と し て 「 鎌 倉紙 」 と 呼称 さ れ る よ う に な っ た と 推測 さ れ る 。 「 鎌倉紙 J
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と は ど の よ う な 紙か 、 今 の と こ ろ 明 ら か に す る 材 料 を 持 ち 合 せ て い な い が 、 こ れ ま での行
論か ら 推測 を 逗 し く す れ ば 、 それ は鎌倉 （ あ る い は 関東 ） で産 し た 「 檀紙 」 で は な い か と
思わ れ る 。 そ れ は兎 も 角 と し て 、 杉原紙は 、 関東武士 に よ っ て 彼等 の 書状用 紙 と し て 京都
に持込 ま れ る こ と と な っ た の で あ ろ う 。

引 合 の性 質 を 論 じ た 項 で紹介 し た 「 二判 問 答 」 に は 、 室町幕府の成立以来 、 武 士 た ち の
中 に は 公 家 に 習 っ て 引 合 を 書状料紙 に使用 す る も の も 出 て き た と の 指摘 も あ っ た が 、 そ う
だ と す れ ば こ れ と は 逆 に 、 原則的 に は 武士 た ち は 杉原紙 を 使 っ て い た こ と に な ろ う 。 南北
朝期成 立 の 「 戯 麟抄 」 で も 「 武家 よ り は公家 へ 引 合 に 書 て 状 を 進上 す へ か ら す 、 杉原 に て
可書也 」 と あ り 、 原 則 を 逸脱 し て 引合 を 使 用 す る も の が あ っ た と し て も 、 原則 は あ く ま で
も 杉原紙 を 使 用 す る も の で あ っ た 。 も ち ろ ん 、 後 に は そ の 原則 も 怪 し く な っ て 行 く に は行
く の で あ る 。 武 家 に 原 則 の逸脱者 が い た よ う に 、 公家や僧 侶 た ち の 中 か ら も 公家側の原則
を 逸脱す る も の が出 て く る 。 逆 に 、 杉原紙 を そ の 書状料紙 と し て 使用 す る も の が 出 て く る
よ う に な っ た の で あ る 。 そ の 結果 、 「 書札礼法抄 J に 「 関 東先代 の 時 は 、 武家 の書札 は格
別 に分明 に 見 え た り 、 建武 ・ 暦応以来 、 武家御在洛 の 後 は 、 公 家 ・ 武家 ・ 僧家の書札、 皆
同 じ ゃ う に書事お ほ し 」 と あ る 。 武 家 が在 京 す る よ う に な っ て か ら 、 そ の書 札 は 公家 も 武
家 も 僧侶 も み んな 同 じ に な っ て し ま っ た と い う の で あ る 。 こ れ は 、 書状 の様 式 だ け の 問題
では な く 、 そ の 料紙 に つ い て も 言 え る こ と で あ ろ う 。

そ れ で は 、 杉原紙 と は どの よ う な特徴 を 持 っ た 紙 で あ り 、 檀紙や 引合 と は どの よ う な点
で異 な っ て い る だ ろ う か 。 「 麟麟抄 」 に 「 先紙 は 皆板 目 の 方 を 裏 と す る 也 、 但 し 杉原 は板
目 面也 」 と あ り 、 重 大 な 特徴 が指摘 さ れ て い る 。 我 々 は紙 を 板 干 し す る 時板 目 の 方 が 平滑
に な る か ら こ れ が表 と 心 得て い た が 、 ど う も こ の 時代 に は 板 目 が裏 と い う の が常 識 だ っ た
ら し い 。 と こ ろ が 、 そ の 常識 を 破 っ て 板 目 の 方 を 表 と す る 紙が登場 し た 。 そ れ が杉原紙だ
っ た の で あ る 。 当 時 の 人 々 が杉原紙 を 他 の紙 と 区 別 す る 目 安 は こ こ に あ っ た わ け で あ る 。

し か し 、 何故檀紙 や 引 合 な ど の 従来 か ら の紙が板 目 を 裏 と す る の で あ ろ う か 。 こ の こ ろ
で も 紙 の表 は 平滑な も の でな け れ ば な ら な い のは、 当 然 で あ ろ う 。 技術 的 に い っ て 、 容易
に平滑 な板面 を 作れ る よ う に な る に は 、 大鋸 と 台飽の出現 を 待 た ね ば な ら な い 。 こ れ ら の
出 現 を 見 る の は 1 5世紀初 め と さ れ る か ら 、 こ の こ ろ で は 平 滑 な 板面 を 作 る た め に 来 だ か な
り の手 間 を 掛 け て い た と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、 特 別 な も の は と も か く 、 通常 の生産現
場では 平滑な面の干 し 板 を そ れ程 持 ち 合せ て い な か っ たか も し れ な い 。 も し 、 平滑で な い
板面が使用 さ れ て い る と し た ら 、 こ れ に 干 さ れ る 紙の面 は 、 板 目 の 側が平滑 と は な ら な い。
つ ま り 、 こ の こ ろ の 紙 の 製造法 は 、 紙 を 刷 毛 で板 に擦 り つ けて 張 り 、 板 の 平 面 を 利 用 し て
紙面 を 平滑 にす る 、 と い う 技法 で は な い と い う こ と に な ろ う 。

と す る と 、 板 目 に 関係 な く 始 め か ら 表裏 が決 ま っ て い た と し か 、 考 え よ う が あ る ま い 。
紙 を 漉 く 段 階 で 、 賞 で も っ て 漉 き 上 げ ら れ た 紙は 、 賞 に接 し た 紙の下 面 が ヒ ゴの 部分で凹
み 、 逆 に ヒ ゴ と ヒ ゴ の 間 で 凸 に な り 、 紙面全体 に横縞の凸 凹 の 段 が で き る 。 賓 の 当 た ら な
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い 上面 は 凹 凸 が で き な い か ら 平滑 に な る で あ ろ う 。 し た が っ て 、 平滑 で な け れ ば な ら な い
紙の表 は 、 貧 困 の 反対側 と い う こ と に な ろ う 。 そ う す る と 、 板 干 し す る 時 、 板が平滑 でな
い と し た ら 、 板面は 強 く 擦 り つ け る よ う な こ と は せず 、 かつ 紙 の表 と な る べ き 面 を 板面 に
当 て る こ と は し な い の で は あ る ま い か 。 言 い 直 せ ば 、 板 目 と 賓 の 目 が 同 一 面 に な る わ け で
あ る 。 と こ ろ が 、 杉原紙は板 目 が紙 の 表 で あ る か ら 、 板 目 と 賓 の 目 は反対側 に な る 。 何故
こ ん な こ と を す る の だ ろ う か 。 考 え ら れ る こ と は 、 従来の板干 し の 方法では賓の 自 が 板 目
と 重 な る こ と に な り 、 賓 の 目 も 板 目 も は っ き り し な く な る と い う こ と で あ る 。 逆 に すれ ば、
賓の 目 も 板 目 も よ く わ か る よ う に な る 可能性が あ る 。 そ う だ と す る と 、 こ れ は推測の域 を
出 な い が 、 あ る い は 杉原紙 と い う の は板 目 と 賓 の 目 を 目 立 た せ た紙で は な い だ ろ う か 、 と
思 う の で あ る 。

し か し 、 こ の よ う な板干 し 段階 での 工夫 は 、 賓 の 目 を 保存す る 方 法で あ っ て も 目 立 つ よ
う にす る 工 夫 で は な い 。 増 田 勝彦 氏 に よ れ ば 、 賓 の 目 を 顕著 に す る に は 、 賓 の ヒ ゴ を 太 く
す る 、 紙 の 繊維 を短 く す る 、 あ る い は 紙 を 薄 く す る 等 の方法が あ る と い う 。 我 々 の調査デ
ー タ で は 、 4 章 で述 べ る よ う に 、 時代 が降 る ほ ど 1 寸 当 た り の 賓 の 目 （ ヒ ゴ の数 ） は 増 え
る （ つ ま り ヒ ゴ が細 く な る ） 傾向 に あ り 、 ヒ ゴ を 太 く す る方法 を 採 用 し て い る と は 思われ
な い 。 紙 の 厚 さ につ い て は 、 あ る 程度 そ の可能性 も な い わ け で は な い が 、 後 に述 べ る よ う
に 厚 い 杉原紙 も 誕生 す る の で あ る か ら 、 主 た る 工夫 で は な い で あ ろ う 。 と す る な ら ば 、 残
る 紙 の繊維 を短 く 切 り か っ細 か く 叩 い て 、 繊維 を 細 か にす る こ と に よ り 、 賓 の 目 を 目 立 た
せて い る の では な か ろ う か 。 以上 、 杉原紙の形態的特徴 に つ い て推測 に推測 を 重 ね る と 、
こ う し た 見解 と な る 。 こ れ は 、 今 の と こ ろ 全 く 論証の材料 を 持 ち 合 せ て い な い こ と で ある
か ら 、 取 り 敢 え ず仮 説 と し て 述 べ る に 止 め た い 。

そ の 他 、 杉原 紙の形態 と し て 考 え ら れ る こ と は 、 書状 の料紙 で あ る と い う こ と か ら 、 檀
紙 よ り は薄 い と 推量 さ れ よ う 。 「 二判 問答 」 に 「 引 合杉原 難有厚薄大 略 同 事欺 」 と あ っ た
よ う に 、 厚 さ は 引 合 と 異 な っ て い る 。 どち ら が厚 い の か 明 示 し て い な い が 、 も と も と 檀紙
で あ る 引 合 の 方 が厚 い の で は な か ろ う か 。 し か し 、 ほ ぼ 同 じ よ う な 紙 だ と い う か ら 厚 さ も
そ う 変 る も の では な く 、 紙質 も 似 て い る と い う こ と で あ ろ う 。 応安 6 年 （ 1373 ） 成立 と さ
れ る 「 実豊 卿 口 伝 聞 書 」 に 「 陸奥 の事 、 古 来 よ り 古 き 申 文 の紙 を 京 都の紙師 似さ せ た れ ば、
加賀杉原 よ り は 色 く ろ く 有 し な り J と あ る が 、 文 意、 は 京 都の紙 漉 き が陸奥紙 を 古 い料紙を
も と に 似せ て こ れ を 抄造 し た の で 、 で き た 紙は加賀杉原 よ り 色 が黒 か っ た と い う こ と で あ
ろ う か 。 加賀杉原が杉原紙 の 中 で 白 い 方 な の か ど う か わ か ら な い が 、 陸奥紙 の古 い も の よ
り は 白 い と い う こ と な ろ う 。 そ う 厚 く も な く 、 そ う 黒 く も な か っ た と こ ろ が 、 鎌 倉期以来
の杉原紙の様態では な か ろ う か 。

杉原紙 は 、 関東武士 に よ っ て 京 都 に も た ら さ れ る と 、 幕府の勢 力 の拡 大 と と も に 大 い に
持て嚇 さ れ る よ う に な っ て い っ た 。 室 町期 に な る と 、 文献上 に そ の 名 を 見 る 頻度 は 飛躍的
に増大 し て い く 。 室 町幕府の 公文 書 は 、 鎌倉幕府 の そ れ と は 大 き く 異 な り 、 書札様文書が
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主体 を な し て い る 。 下 文 ・ 下 知状 は 早期 に使 用 さ れ な く な り 、 御判御教書 も 下知状系 と 書
札様系 の両様が あ る と い われ る 。 幕府 の御内書 ・ 管 領奉書 ・ 引 付頭人奉書 ・ 奉行人 奉 書 、
守護以 下 の 遵行 状 ・ 打渡状な ど い ずれ も 書 札様文 書 で あ る 。 原 則 か ら い っ て 、 杉原紙 は こ
れ ら の 文書 に用 い ら れ た よ う に な る の は 当 然 で あ ろ う 。 「 延徳 二年将軍宣下 記 J に 「 著者
御判之紙調 之 、 昔者 杉原 云 々 」 と あ る よ う に 、 御判御教書 の料紙 も も と も と は杉原紙 を 用
い て い た の で あ っ た 。 す な わ ち 、 杉原紙は 、 室町幕府の公紙 だ コ た と い っ て よ い で あ ろ う 。
も っ と も 、 前 に 述べ た よ う に 、 御 判御教書 は公紙 の杉原紙 がな い と き に は 、 引合や鳥の子
で代用 さ れ た り 、 ま た 、 常用 さ れ る よ う に な っ て い く 。 御 内 書 も 、 公家 様 に 倣 っ て 引 合 に
書かれ た例 も す く な く な い で あ ろ う 。 し か し 、 幕府文書 の料紙 の主体は あ く ま で杉原 紙で
あ り 、 杉原紙の公紙 と し て の 地 位 は揺 ら ぐ こ と は な か っ た の で あ る 。

以上述べ た よ う に 、 杉原紙 は 南 北朝 ・ 室 町期 に 公紙 と し て 大 い に 使用 さ れ る が 、 こ れ に
伴 い 種 々 分化発 展 を 遂 げ る 。 「 薩戒記 」 永事 5 年 ( 1 433 ) 1 1 月 3 日 条 に 「料紙非強杉原、
只 尋常杉原 也 J と み え 、 通常の杉 原 の 他 に強杉原 が あ っ た こ と が わ か る 。 強杉原 の 所 見 は
応安 6 年 ( 1 37 3 ） の 『 実 豊卿 口 伝 聞書 J に 遡 れ る 。 「 強紙 と 昔 か ら 云 は 皆 堅 厚 、 加賀杉原
に て 候 J と あ り 、 「 昔 」 か ら 加 賀 杉原 と い う 堅 く て厚 い強紙が あ っ た こ と が示 さ れ て い る。
「 昔 J と は 何時か ら か は 正確 に は わ か ら な い が 、 お そ ら く は 鎌 倉期 に遡 る も の で あ ろ う 。
「 大乗 院寺社雑事記 J 明応 5 年 （ 1496 ） 正 月 1 3 日 条 に 『 杉原廿五枚 、 中 紙二 帖 、 上杉原二

帖 J と み え 、 「 上杉原 J が あ っ た こ と がわか る 。 上品 の杉原紙 と 意 で あ ろ う か 。 こ の 上杉

原 は 「 言 継卿記 」 永議 8 年 ( 1 565 ) 5 月 2 日 条 に も 所 見が あ る 。 次 に 、 「 言 継卿 記 J 永禄
13年 5 月 2 日 条 ・ 同 記元亀 2 年 ( 157 1 ) 5 月 9 日 条 およ び越前 今立 郡 岡 本村 の 「 大滝神社
文書 J 中 の 天正 12年 ( 1 584 ) 7 月 6 日 付 「 粟野甚右衛 門尉等検地打渡状 J に 「 薄杉原 」 と
見 え る か ら 、 戦 国末期 に は強杉原 と は 反対 に 薄手 の杉原紙が使 われ て い る こ と が 確認 さ れ
る 。 こ の他 、 「 言継卿記 」 永 稼 1 3年 6 月 7 日 条 お よ び同記元亀 2 年 正 月 23 日 条 に 「 才 杉原J
な る も の も 見 え る が 、 ど の よ う な も の か さ ら に検 討 を 要す る 。 さ ら に 、 「 康富記J 嘉 吉 3
年 （ 1 443 ) 5 月 9 日 条 に 「 俄染黄紙致其用意 畢 、 杉原 を も て 黄 に染 也 」 見 え る よ う に 、 杉
原紙 を 染 め て 色 紙 と し て も使 用 し て い る 。 以上の検討 を 纏 め る と 、 普通の杉原紙 か ら 強杉
原が分化 し た の は 早 く も 鎌倉期 で あ り 、 そ の後室町幕府の確立 ・ 発 展 と と も に杉原紙の全
盛時代 を 迎 え 、 書状以外 に も 多 方 面 に 利 用 さ れ る よ う に な る 。 そ の 結果 、 室 町後期 ま で に
そ れ ぞ れ の 用途 に基づ い て 、 上杉原 ・ 薄杉原 、 色杉原 な どの細 か い 紙種が分れ る よ う に な
っ た と 考 え ら れ る 。

先 に 述べ た よ う に 、 杉原紙 は鎌倉期 か ら の武士 の書状の料紙 で あ っ た 。 南 北朝期以 降 も、
原則 と し て そ う で あ り 、 ま た 、 書札様文書 を 主体 と す る 幕府文書の料紙 と な っ た 。 し か し
なが ら 、 杉原紙が持 て 鴫 さ れ る に 従 い 、 杉原紙 の う ち で も さ ら に細 か い 紙種へ と 分化 し て
い っ た わ け で あ る 。 こ の よ う に分化 を 遂 げ た紙種 は 、 そ れ な り に特定の用途 に用 い ら れ 、
書状の料紙 に は 使 わ れ な く な る の で あ る 。 そ の典型的例 が強杉原 で あ ろ う 。 室町期以降、

89 



強杉原 が ど の よ う な 階層 に使 用 さ れ て い る か検討 し て 見 る と 、 意外 な こ と に 多 く 使用 し て
い る の は 公 家や僧侶 で あ っ た 。 し か も 、 書 状 に は ほ と ん ど 用 い て い な い の で あ る 。

公家 では 、 除 目 ・ 叙位の際 の 申 文 に 使用 す る こ と が多 い 。 例 え ば 、 「 康富 記 」 応永 29年
( 142 2 )  3 月 24 日 条 に 「 件御 申 文 強杉原書 之 J と あ る ご と く で あ る 。 「 宣胤卿記 」 永正 3

年 2 月 8 日 条で は 、 禁 裏 か ら の春 日祭役へ の召集令の論 旨 に対す る 請文 に強杉原 を 使 用 す
べ き と し て い る 。 た だ し 、 実際 に 用 い た の は普通の杉原紙 で あ っ た 。 「 康富記 J 嘉吉 4 年
( 1444 ） 正 月 1 5 日 条 に は 、 外記の 甲 子年雑事勘 文 の料紙 と し て 6 枚継 い だ強 杉原 を 用 い た

と 見 え る 。 こ う し て み る と 、 強杉原 は 公家 で は公事文書の 料紙 と 用 い て い る こ と がわ か る。
先 に 見 た よ う に 、 公 家 の 公事文書の料紙 は 高檀紙 で あ っ た 。 こ の強杉原 も 高檀紙 と 並 んで
公事文 書 の料紙 に特化 し て い る の で あ る 。 「 康富 記 J 宝徳 2 年 ( 1 450 ） 正 月 6 日 条 に は 、
玉氏 と 式部 省 と の叙位の 申 文 が載せ ら れ 、 王 氏 の も の は高檀紙 、 省 の も の は 強杉原 に 書 い
て と の注 記 が あ る 。 「 薩戒記 J 永事 5 年 ( 1 433 ) 1 1 月 3 日 条 で外記 か ら の 中 山定親への勘
文 は強杉原 で は な く 、 尋常の杉原紙 だ っ た と い う 。 こ の 2 つ の 記事 を 合せ考 え る と 、 室町
期の公家の 公事文書 の料紙 は 上 の ラ ン ク か ら 言 え ば 、 高檀紙 ・ 強杉原 ・ 普通 の杉原紙 のj頓
に な っ て い た こ と が わ か る 。 普通の杉原紙 は 、 主 と し て 武 家 の 文書料紙 で あ っ た が 、 そ の
1 部 が公家の公事文書の料紙 に も 取 り 込 ま れ て い る の で あ る 。

次 に 、 強杉原が寺家 で は ど の よ う に使用 さ れ て い る か と 言 う と 、 そ の 多 く は廻請 ・ 廻文
で あ る 。 た と え ば 、 「 多 聞院 日 記 」 文 明 10年 ( 1 478 ) 2 月 29 日 条 に 「 次 廻請紙強 杉原近年
無 之 問 、 カ ヰ タ 紙用 之 J と あ り 、 こ こ で は 実際 に は 甲 斐 田 紙 を 使用 し た の で あ る が 、 本来
な ら ば廻請 に は強杉原 を 用 い る べ き で あ る こ と が わ か る 。 そ の 他 で は 、 「 大 乗院寺社雑事
記 J 康 正 2 年 （ 1 45 6 ) 1 2 月 12 日 条 に 唯 摩会の竪義 を 推薦す る 西 大寺 別 当 簡定の料紙 に 用 い
ら れ て い る 。 法会の廻請 と い い 、 竪 義 の簡 定 と い い 、 いずれ も 寺家 の 公事文書 と 言 っ て 良
い 。 そ の 文書 の料紙 に強杉原 が使用 さ れ て い る の で あ る 。 神社の例 と し て は 、 「 親長卿記J
延徳 2 年 （ 1 49 0 )  9 月 22 日 条 で は 伊勢神宮の 炎上 を 報 告す る 社解が神宮伝奏 で あ る甘露寺
親長の許ヘ届 い た が 、 そ れ は杉原紙 に 書 か れ 、 E つ 1 人 だ けの 署 名 だ っ た 。 こ れ を 親 長 は
「 其体 陵遅云 々 」 と 記 し て い る 。 お そ ら く 、 そ の料紙 は強杉原 で な け れ ば な ら な か っ た の

で あ ろ う 。 こ の よ う に 、 強杉原 は 、 公家 と 寺社が よ く 使用 し 、 し か も 書 札様文書で は な く
下文系 の公事文書の料紙 と し て 用 い ら れ て い る 。 そ の 点 、 普通 の杉原紙 と 全 〈 違 っ た 紙 と
な っ た も の と 考 え て よ い で あ ろ う 。

そ れ で は 、 強杉原 は全 く 書 状 に 用 い ら れ な い か と い う と 、 そ う で も な い 。 「 看 聞 日 記 j
永享 2 年 （ 14 3 0 ) 1 1 月 1 日 条 に 「 勧修 寺献 状 、 此 問之御礼 申 、 其状強杉原 一 枚書 之 J と あ
り 、 伝 奏 中納言勧修 寺経成が伏見宮貞 成親 王 に 進 め た 書状 は強杉原 に 書 かれ て い た と言 う
ので あ る 。 こ れ に は 、 礼紙が 2 重 ね し 、 か っ そ の 上 を 封 じ て 、 さ ら に立 紙 を 施す も の で 、
合計 7 枚 の 紙 を も っ て 認 め る と い う 丁 寧な も ので あ っ た 。 こ れ に つ い て 、 貞 成 は 「 奉 上 皇
状如此敗、 態恕礼節 、 旦過分E喜 悦 、 芳祝 着而 己 」 と 、 大変感 激 し て い る 。 後花 園 天 皇 の
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父で あ る 自 分 に 上皇 に奉 る 書 状の よ う な礼 節 を も っ て 過 し た か ら で あ る 。 こ れ は 礼紙 を 5
枚重 ね た こ と で あ る が 、 そ の 際使用 し て い る 強杉 原 も 破格の紙 だ っ た の で あ ろ う 。 通常は
書状 に 用 い な い 公事 文 書 の料紙を 使 っ たわ け で あ り 、 特別 の こ と だ っ た の で あ ろ う 。 ち な
み に 、 同 日 記 の 同 年 同 月 6 日 条 で は 、 足利 義教か ら 貞 成への御 内書 は高檀紙 を 使 用 し て い
る と い う 。 こ れ も 、 強杉原以 上 に 破格 な 紙使 い で あ っ た の で あ ろ う。 と す る な ら ば 、 東寺
百合文 書 こ 函 ・ あ函 に あ る 応永 3 年 ( 1 396 ) 6 月 6 日 付の伝奏 万里 小 路 嗣房奉書 は 、 檀紙
では な く 恐 ら く 強杉原 の 可能性が高 い が 、 こ の例 も 上 と 同 じ よ う に普通 の紙使 い で は な い
の で あ る 。 命 を 受 け た 足利 義 満 に 対 し 上皇並み に 遇 し た も の と の 上 島 有 氏 の 考 察 は首肯で
き る も の が あ る 。 し か し 、 こ れ は 、 最 高 の紙では な く 、 さ ら に そ の 上 に 高檀紙が あ っ た の
で あ る 。 こ の場 合 、 高檀紙 と 強杉原は こ の よ う な 至高 の人 の絡 む 書 札 に のみ使用 さ れ る の
で あ り 、 特別な 例 と 考 え ら れ る 。 一般 的 に は 、 強 杉原 は も はや書状 の料紙 に は 用 い ら れ な
く な っ て し ま っ た 、 と 言 っ て よ い で あ ろ う 。

室町 期 と も な れ ば 、 杉原紙は武家 だ けで は な く 公家や寺 社 に も 使用 さ れ る ま で に普及 し
て い く 。 「 看 聞 日 記 J 「 康富 記 J 「 親 長卿 記 」 「 宣胤 卿記 」 「 言継卿記 J 等 の公家の 日 記、
お よ び 「 蔭涼軒 目 録 」 「 大乗 院寺社雑事記 J 「 多 聞院 日 記 J 「 鹿苑 目 録 」 等 の 僧侶の 日 記
に は 、 贈答 品 と し て 、 ま た布 施物 と し て 頻繁 に 「 杉原紙 」 を 載 せ て い る 。 こ れ ら の公家や
寺社 に お い て よ く 使 用 さ れ る か ら こ そ 、 贈 答 も さ れ る の で あ ろ う 。 強杉原の と こ ろ で も 述
べ た が 、 公家の公 事 文 書 の料紙 と し て 「 高 檀紙 ・ 強杉原 ・ 普通 の杉原紙 」 が 体 系 的 に使用
さ れ て い た 。 普 通 の 杉原紙は こ の よ う に公家の公事文書の料紙 の 一 部 に も 取 り 込 ま れ て い
っ た 。 「 宣 胤卿 記 」 文亀元年 10月 26 日 条 に は 「 伝奏切符 ハ 杉原 ヲ 竪 ニ 三 ニ切 テ 書 之 J と あ
る よ う に 、 即位儀式 の下 行 に 関 わ る 伝 奏の切符 も 杉原 紙 を 切 っ て 使 っ た と い う 。 「 康富記J
嘉吉 3 年 5 月 9 日 条 で は染 黄 紙 と し て 杉原紙 を 染 め た 記事 も 見 ら れ る 。 こ れ は宣 命 の料紙
と し て 使 う た め で あ った 。 ま た 、 「 言 継卿 記 」 永 録 1 0年 2 月 の 条 に 「 烏 丸 に 御教書杉原所
望 、 廿枚到 J と み え 、 院宣や論旨 な ど の御教書 の 料紙 と し て 杉原紙 を 求 め て い る こ と がわ
か る 。 さ ら に 、 同記永録 1 2年 5 月 6 日 の 条 に 「 書 状杉原等従商 人 方 未 到 云 々 」 と み え 、 書
状の料紙 と し て も使 用 し て い る こ と が 、 確認で き る 。 以上 の よ う に 、 公家や寺社 の 方 で も
杉原 の 使 用 が見 ら れ る よ う に な る の で あ る 。

因み に こ こ で 、 普通の杉原紙 と 室 町殿の御内書 ・ 御判御教書 と の 関係 に つ い て 、 触 れ て
お き た い 。 御 内 書 ・ 御判御教書 の 料紙 は 、 普通 の 杉原 紙 に と っ て 、 料紙 と し て使 い う る 最
高の使 い 方 で、 あ ろ う 。 だ か ら 、 「 延徳二年将軍宣下記 」 に 「 御 判 之紙調之 、 昔者杉原云 々 」
と 見 え る よ う に 、 か つ て は御判紙 と 呼 ばれ 、 か つ 御判御教書 と 言 え ば料紙は杉原紙で あ っ
た 。 と こ ろ が 、 「 鹿苑 日 録 」 明応 8 年 9 月 27 日 条 に 、 「 御 判紙 J が な い の で 引合 に記 し た
こ と 、 そ の 先例 は慈照院義政の時 に 公 文紙がな く 、 引 合や 鳥 の 子 を 使用 し た こ と に遡 る と
し て い る 。 こ こ で 、 杉原紙の代用 と し て 引 合や鳥 の子が使 用 さ れ る よ う に な る わ け で あ る 。
こ れ に 使用 さ れ る 紙 が 、 公事文書 の料 紙 と し て 多 く 使用 さ れ る 高檀紙や強杉原 で は な く 、
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公家の書札様文書の料紙 で あ る 引 合で あ っ た こ と は 、 重要 な こ と で あ る 。 鳥 の 子 は 、 かつ
て は色紙や写経料紙 と し て も ち い ら れ 、 あ ま り 文 書 に使用 す る も の で は な か っ た が 、 こ の
後武士 の書札様文書 と し て 盛 ん に 使用 さ れ て 行 く 料紙 で あ っ た 。 つ ま り 、 杉原紙 も 引 合 も
鳥 の子 も そ れ ぞれ書札様文書 の料紙 と し て 共通 し た性格を も っ て い た の で あ る 。 そ の た め、
杉原紙 を 使 う こ と が原則 で あ る 御 内 書 ・ 御判御教書 の料紙 に 引 合や 鳥 の 子が使用 さ れ る よ
う に な っ て い く こ と は 、 筋道 と し て 首 肯で き る と こ ろ で あ る 。 し た が っ て 、 書札 の料紙 か
ら 外 れ て い く 強杉原 や高檀紙 な ど が御 内 書 ・ 御判御教書の料紙 に代 用 さ れ る こ と は 、 ほ と
ん ど稀 で あ り 、 例外 的 な 事例 で あ る こ と は 当 然 で、 あ ろ う 。

さ て 、 檀紙 に つ い て は室町期 に い く つ か の 名柄出て き た こ と を 先 に指摘 し て お い た が 、
杉原紙 に お い て も そ の よ う な特定 の産地の名柄 品 が誕生 し て い た ら し い 。 「 実豊 卿 口 伝聞
書 」 に よ れ ば 、 鎌倉期頃か ら 強杉原 と し て 有 名 だ っ た の は 「 加 賀杉原 」 で あ っ た 。 ま た 、
「 蔭涼軒 目 録 J 長享元年 （ 148 7 ) 1 1 月 29 日 条 に 「 播之産杉原一 束 j と 見 え る 紙 は 、 杉原紙

の名称の発祥地 と 目 さ れ て い る 「 播磨杉原 J で あ ろ う 。 と こ ろ で 、 「 多 聞院 日 記 J 文 明 17
年 （ 1 485 ） 正 月 8 日 条 に は 「 幡廻請強杉原 、 処 々 講播磨杉原 」 と い う 記事が あ る 。 「 幡 」
と い う 特別 の法会 の 廻請 に は 強杉原 を 用 い 、 「 処 々 講 J と い う 一般の法会の廻請 に は播磨
杉原 を 使 う 、 と い っ た意 味 で あ る 。 と す る な ら ば 、 強杉原 と 播磨杉原 と の間 に は厳然 と し
た 区 別 あ る の で あ り 、 少 な く と も 播磨杉原 は強杉原で はな い 、 と い え る で あ ろ う 。 そ の他
の産地名冠 し た を杉原紙 の紙種と し て は 、 天文 7 年 （ 1 53 2 ） 成 立 の 「 初渡集 J に 「 山 口杉
原 」 、 「 鹿苑 目 録 J 天文 7 年 正月 24 日 条 に 「 周 防杉原 J 、 同 日 録元和 9 年 （ 162 3 ) 8 月 29
日 条 に 「 豊 前杉原 」 な ど の名称がみえ る 。
( 6 ） 厚様 ・ 薄様 と 鳥 の 子
古代 中 世 の 文 書料 紙 を 論ず る に は 、 以上述べて き た 外 に斐紙系統 の厚様 ・ 薄様 ・ 鳥 の 子

に つ い て も 言及 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 し か し 、 こ れ ら を 上述 の よ う に 検討 す る に は
かな り の紙数 と 時間 を 要 す る 。 し た が っ て 、 こ の 斐紙系 統 の 紙 に つ い て は 、 こ こ で は結論
的 に簡 略 に概要 を述 べ る に止 め さ せ て い た だ き た い 。

斐紙 は 、 奈 良 期 か ら 製造の事実が確認 さ れ 、 平 安 期 以 後 で は 、 厚 手の も の が厚様 ・ 厚紙、
薄手 の も の は 薄様 ・ 薄葉 ・ 薄紙 な ど と よ ば れ て き た 。 と も に 、 染紙 と し て 、 和歌懐紙 ・ 経
紙や冊子の料紙 な どに 用 い ら れ た 。 文書料 紙 と し て は 、 厚様が詔勅 ・ 宣 命 ・ 位記 な ど に 、
薄様が消息特 に 女性 の消息 に 使用 さ れ た ら し い 。 し か し 、 こ れ 以外 の 公 私 の 文書 に は 斐紙
系統の紙が 用 い ら れ る こ と は な か っ た 。

「 愚 管記 」 延 文元年 （ 1 356 ) 1 0 月 25 日 条 お よ び 同 4 年 4 月 2 8 日 条 に初 め て 「 鳥 子 J の名
称が見 ら れ る よ う に な る 。 鳥子の 名 の 由来 につ い ては 、 「 下 学 集 」 に 「 紙色 知 鳥 卵 、 故云
鳥子也 J と あ る よ う に 、 紙色が鳥 の 卵 の色 を し て い る と こ ろ か ら 名 付 け ら れ た ら し い 。 そ
れ ほ ど締麗 な色 を し て い る の だ か ら 、 斐紙 の う ち で も 上 質 の も の と い う こ と に な ろ う 。
「 蔭涼軒 目 録 J 延徳 3 年 （ 14 9 1 ） 正 月 1 1 日 条 に 「 薄 鳥 子 」 が見 え る か ら 普通 の 鳥 子 は 厚手
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の も の を 言 う の か も し れ な い 。
鳥子の用 途 と し て は 、 厚様 ・ 薄様 と 同様和歌懐紙 ・ 経紙 ・ 冊子料紙な ど に 用 い ら れ 、 そ

の他 に は戒牒 ・ 扉風 ・ 短冊な ど に も 使 用 さ れ て い る 。 文書 の料 紙 と し て は 、 15世紀中 ご ろ
の足利 義政 の 時 、 御判御教書 の 用 紙 に 用 い られ た こ と は 、 先 に 述べ たと こ ろ で あ る 。 「 大
館常興 日 記 J 天 文 9 年 （ 1 540 ) 5 月 6 日 条 に 、 伊勢国 司北 自氏 に対 す る 足利 義 晴 の 御 内 書
の料紙 は 「 御折紙鳥子半切也 」 と 書 か れ て い る 。 御 内 書 の 料紙 に も 鳥子が用 い ら れ る よ う
に な る こ と が 、 確認 さ れ る 。 ま た 、 下 文 系 文書で あ る 禁 制 に よ く 鳥 の子が使用 さ れ て い る
こ と は 、 幾 多 の実例の示 す と こ ろ で あ ろ う 。 こ の ほ か 、 一 般 の 武 士 た ち が そ の書状 の料紙
と し て 鳥 子 を 使 っ た こ と も 、 さ き に述 べ た と こ ろ で あ る 。

前述 し た 「 石 山本 願寺 日 記 」 に載せ る 謹 知 ・ 顕 如 の 書状 を み る と 、 謹知書状の料紙 の 内
訳 は 、 引 合 3 通 、 杉原紙 1 33通 、 厚様 17 0通であ り 、 顕如の書状の料紙 の 内 訳 は 、 引 合28
通 、 杉原紙20通 、 鳥 の 子 100通 で あ る 。 設如書状 の 「 厚様 」 は お そ ら く 鳥 の 子 の こ と で あ
ろ う か ら 、 い ず れ も そ の 書状 に 鳥 の 子 を 最 も 多 用 し て い る 。 僧侶 も その書状 の料紙 に 鳥 の
子 を 使 い 出 し て い る の で あ る 。 も っ と も 、 本願寺 の謹知 ・ 顕知 を 一 種の 戦 国 大 名 と 看倣せ
な い わ け で は な い 。
( 6 ） お わ り に
以上 、 古 代 中 世の紙の歴史的 変遷 に つ い て 、 主 と し て 関 氏 の 編纂 さ れ た 「 和漢紙文献類

緊 J 掲載の史料 に よ っ て 検 討 を 加 え 、 檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原紙 ・ 鳥 の 子等 の紙種 別 に概観 し て
み た 。 そ の 結果 を 文 書料 紙 に 限 っ て 纏 め る と 、 次 の よ う に な ろ う 。

平安時代の 文 書料紙 は 、 上質 の も の は ほ と ん ど紙屋 院 の 作 る 紙屋紙で、 賄 っ て い た で あ ろ
う 。 詔勅 ・ 宣命 ・ 位記な どの料紙 は 、 紙屋院の作 る 厚様の色紙 を 用 い た で あ ろ う し 、 官符
以 下 の 重 要 な 公 文書 も 楕紙系統の紙屋紙が用 い ら れ て い た はず で あ る 。 こ の よ う に 、 平安
初期で は 、 紙屋紙は い わ ゆ る 公紙 だ っ た の で あ る 。 他 方 、 軽微 な文書や私文書な ど そ う 上
質の料紙 を 必要 と し な い 文書 に は 、 地方産の楕紙 で あ る 檀紙が使用 さ れ て い た の で は な い
だ ろ う か 。 檀紙 の う ち で も 、 陸奥 国産 の陸奥紙は 上 品 な紙 と し て 早 く か ら 持 て 嚇 さ れ て い
た が 、 や が て 組 悪 に な り が ち の紙屋紙の代用 と し て 重 要 な 公 文 書 に も 使 用 さ れ る よ う に な
っ て 行 く 。 さ ら に 、 平安後期 に も な る と 、 陸奥紙 に倣 っ て 品 質 の 改 良 を 図 っ た 一般の檀紙
が 、 組 悪 な 紙屋紙 を 駆逐 し 、 重 要 な 公 文書 の料紙 と さ れ る よ う にな る の で あ る 。 こ の 際 、
陸奥紙 は 一 般 の檀紙 の う ち l つ と し て 考 え ら れ 、 特別視 さ れ な く な る の で あ る 。 こ の 時代
の檀紙 は 、 初 め そ れ ほ ど 質 の 良 い も の では な か っ た が 、 後期 に は陸奥紙 と 同 じ よ う に比較
的 自 く 柔 ら か く 厚 い も の だ っ た と 考 え ら れ る 。 し か し 、 大 き さ は さ ほ ど で は な く こ の 期の
紙の普通の サ イ ズ だ っ た と 推測 さ れ る 。

鎌倉時代 に は い る と 、 京都 に お い て は 、 檀紙が 公紙の地 位 を 不動の も の と し 、 さ ら に 多
様 に発展 し て い く 。 檀紙 は 、 大 き く 高 檀紙 と 普通 の檀紙 と に分化 す る 。 高檀紙 は 、 天地の
寸法 が 1 尺 2 す前後 で大 き く E つ 厚 く な り 、 普通 の檀紙 は 1 尺前後で大 き さ 厚 さ 共 に 従来
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と 変 ら な か っ た の で あ る 。 そ の料紙 と し て 使われ る 文書の種類 は 、 高檀紙の場合 、 主 と し
て 叙位 － 除 目 ・ 仏神事等 の公事 に 用 い る 諸 文書 そ の 他 下 文 系 統 の 文 書 で あ り 、 こ れ に 対 し
普通の檀紙 の場合 は 、 書 状 ・ 御教書等の書札様文 書 が そ れ ぞれ の 用 途 で あ っ た 。 後期 に は、
普通 の檀紙 の う ち か ら 良 質 の も の が 引 合 と 呼 ばれ る よ う に な り 、 主 と し て 王 族 ・ 摂禄 ・ 精
華級の上級貴族 ・ 僧 侶 の 書状料紙 と し て 用 い ら れ る よ う に な っ た 。 中流以下 の 公 家 ・ 寺僧
ら の 書状 に は 、 普通 の檀紙 ま た は 白 麻 （ 檀紙の 1 種 か ど う か検 討 を 要す る ） を 用 い た ら し
い 。

鎌倉 に お い て は 、 幕府 の 下 文 ・ 下知状等 の下 文様文書 に は檀紙の 1 種 と 思 わ れ る 御下文
紙 （ 後の鎌倉紙 ） が用 い ら れ た が 、 他 方 、 幕府の御教書や 武士 の書状な どの 書札様文 書 に
は 、 杉原紙 が盛 ん に 使用 さ れ て い た の で あ っ た 。 杉原紙の性質 は 、 従来 の檀紙 な どの紙が
板 百 を 裏 と し て い た の に 対 し 、 こ れ を 表 と す る 紙 で あ っ た 。 こ の こ と か ら 推測す る と 、 杉
原紙は賞 自 の 目 立っ た紙 と い う こ と が で き ょ う 。 鎌倉 に お け る 杉原紙の盛行 は 、 京都 に は
あ ま り 注 目 さ れ な か っ た が 、 や が て 、 杉原紙 よ り も さ ら に よ く 武 士 の 気 質 を 顕 し た 、 厚 く
大 き く 荒 々 し い 強杉原 を 生み 出 す こ と に な る 。 こ の よ う に 、 杉原紙 は関東武 士 の 問 で 特 に
持て慨 さ れ た 紙 で あ っ た が 、 こ の こ と か ら 、 鎌倉時代 に お け る 東西 の紙使 い の特徴 を い う
な ら ば 、 京 の檀紙、 鎌倉 の杉原 と 言 っ て よ い 。 ま た は 、 檀紙は公家 ・ 寺家 の 紙 、 杉原 は武
家の紙 と 言 い 換 え て も よ い で あ ろ う 。

建武新政 を 経 て 室 町幕府が成立 す る と 、 関東武士が京都 に大 挙 し て 常 住す る こ と と な り 、
鎌倉の紙使 い の 風習 が京 に持 込 ま れ た の で あ る 。 ま た 逆 に 、 武 家が京都 の紙使 い の影響 を
受 け 、 互 い に混請 し 合 う よ う に な っ て い く の で あ る 。 し か し 、 混請が一 気 に 進 ん だ の で は
な く 、 そ れ ぞれ の紙使 い の原 則 を 基本 的 に守 り な が ら 、 徐 々 に 相 手 の紙 を 自 ち の 体系 の 中
に取 り 込 ん で い っ た と 言 う べ き で あ ろ う 。

ま ず 、 公家や寺社 に お い て は 、 基 本 的 に は前代か ら 引続 き 高 檀紙 ・ 引 合 （ 普通 の檀紙 ）
・ 白 麻等 を 使用 し た 。 こ の う ち 、 高檀紙は 大高檀紙 ・ 小高檀紙の種別が現れ 、 近世 の 大鷹

檀紙 ・ 小鷹檀紙への繋が り 見 え る よ う に な る 。 武 家 に お い て も 、 基本的 に は 前代 か ら の慣
習 に よ り 鎌 倉紙 ・ 強 杉原 ・ 普通の杉原紙等 を 用 い た の で あ る 。 室町幕府の 公 文書 は下文が
早 く に 使 わ れ な く な り 、 下知 状 も 特殊な場合の文 書 と な っ て い く 。 そ し て 、 そ の 主体が書
札様文書 に 変 っ て し ま う の で あ る が 、 こ れ に伴 い 、 幕府文書の料紙の 主役か ら 鎌倉紙が消
え て い き 、 そ の 地位 は普通 の杉原紙 に 取 っ て 代 ら れ る こ と に な る 。 す な わ ち 、 杉原紙 は こ
こ に 、 幕府 文書 の公 紙 と な っ た と 言 っ て よ い で あ ろ う 。

や が て 、 公家や寺社 に お い て は 、 公 事文 書 ・ 下 文 系 文 書 の料紙体 系 の 中 に 強杉原 と 普通
の杉原紙 を 取込 み 、 大事な も の か ら 順 に高 檀紙 ・ 強杉原 ・ 普通 の杉原紙 と い う 序列 を 創 り
出 し て い く 。 書 札 系 文 書 の料紙 と し て は 、 引 合 ・ 白 麻の外 、 中 流 の公家 ・ 寺僧 た ち が 武家
の風習 を 取 入れ 、 杉原紙 や 鳥 の 子 を 使 用 し 始 め る の で あ る 。 武 家 に お い て は 、 公事文書 ・
下 文 系 文 書 の料紙 と し て 、 室 町後期 に は鎌倉紙 ・ 強杉 原の外 に 厚様 の 鳥 の 子 を 使用 す る よ

94 



う に な る 。 書札様 文書の料紙 と し て は 、 引 合や 鳥 の 子 を 取込み 、 引 合 ・ 鳥の 子 ・ 杉原紙 と
い う 体 系 を 創 っ て い く か の よ う で あ る 。 さ ら に 、 公武 に共通す る こ と で あ ろ う が 、 そ れ ぞ
れの書札様 文 書 の料紙体系 の さ ら に そ の 上 に 、 至 高 の 者 （ 治 天 ・ 国 王 ） の書状料 紙 と し て
高檀紙 ・ 強杉原 を 積み上 げて い く の で あ る 。 こ こ に 、 文書料紙 の公武混滑が見 ら れ る と 同
時 に 、 下 文 系 文 書 と 書 札 系 文 書の料紙の混請 も 進 ん だ の で あ る 。

こ の よ う な文 書料紙 の使用体系 は 、 織豊 時代 に 引 き 継が れ て い く と 思 われ る が 、 室 町期
の至高 の者 の書状料紙 と し て 使用 さ れ る 高檀紙は 、 秀 吉の朱印状 ・ ＊＇1物 の料紙 に 確実 に繋
が る だ ろ う 。 ま た 、 こ の 時期 に現れ る 奉書 紙 は 、 引 合 の 系 譜 を 引 く 文書 と 言 わ れ て い る 。
こ れ は 、 江戸期成立 の 「 女郎花物語 」 に 「 此ほ う し よ と い ふ は 引 合 の事 を 云 鰍 J と あ る こ
と 等 に よ っ て 、 近世 に は そ の よ う に 信 じ ら れ て い た こ と が わ か る 。 書状料紙 と し て 最 高 の
品質 と 考 え ら れ る 引 合 か ら 上 品 な奉書紙がでて く る と い う 可 能 性 は 高 い で あ ろ う 。 し か し、
奉書紙 の 品 質 の 広 が り を 視野 に 入 れ て 考 え る 時 、 杉原紙な どの 系譜 あ る い は 影響 と い っ た
も の も 再考 し て み る 必 要 が あ ろ う 。 我 々 の こ れ か ら の 課題の 1 つ で あ る 。

以上 、 取 り 急 ぎ関 氏 の収集 さ れ た 史 料 を コ ン ビ ュ ー タ よ り 検 索 し な が ら 、 古代 中 世 の 文
書料紙 に つ い て 概観 を 試 み た 。 ど う に か こ う に か 、 大変粗 い も の で は あ る が 、 本総合研究
の総括 と し て の 、 古 代 中 世 の 文書料紙論 と 成 り 得 た よ う で あ る 。 し か し な が ら 、 不十分な
検討 で ま だ ま だ精査 す る 余地 が あ り 、 ま た 、 推測 に推測 を 重 ね た行論が随所 に 見 え て い る 。
お そ ら く 、 かな り 間 違 い も 多 か ろ う と 考 え ら れ る が 、 今は取 り 敢 え ず の 中 間 報告 で あ る か
ら 、 誤 り を 恐 れず た た き 台 と し て 提案 し て お き た い 。 今後 、 我 々 は こ の研究体制 を 維持 し、
別の形 で こ の研 究 を 続 け て い く 計 画 を 立 て て い る 。 そ こ に お い て 、 こ の 試論 は 、 文書原本
調査の結果 と 突 き 合 せ て 、 検証 し 訂正 し て い か ね ば な ら な い と 思 っ て い る 。
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