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1 .  料紙研究 と 調査方法

前近代 に お いて、 公私の それぞれの文書 に ど の よ う な料紙が用 い ら れ、 そ し

てそれ ら の料紙がそ の 当 時 ど の よ う な名 称で呼ばれて い た か、 さ ら に文書の様
式の変化に応 じ てそれ ら の 料紙が ど の よ う に変選 し て き た の か 、 こ れ ら の 問題
を総体的 に解明す る の は大 変 に 難 し い こ と で あ る 。 料紙 に つ い ては古文献史料
な ど に い ろ い ろ な歴史的名称が伝え ら れては い る が、 それぞれの料紙名称が今
日 に 伝存す る 古文書 の料紙の ど れ に 当 た る の か、 古文書学 ・ 書誌学あ る い はそ
の他の 和紙研究の分野 にお い て、 こ れ を特定す る 作業が十 分 に で きて い る と は
言 え な い。 た し か に 、 い く つ か の 試論が発表 さ れて は い る も の の 、 ま だ ま だそ
の意見の一致 を み る に は程遠 い よ う に思わ れ る 。 そ の た め 、 そ の研究そ の も の
が主観的な も の で あ り 、 客観的な研究成果 を 得 る の が困難で あ る と見な さ れて、
研究成果そ の も の を学術的 に無意味な も の と す る 意見 も 存在 し な い わ けではな

い。
し か し、 古文書学の形態論 の 1 つ に料紙論 と い う 分野があ る と すれば、 上記

の古文書料紙 の歴史的解明 と も い う べ き 課題 は、 どんな に 困難 な も の で あ ろ う

と も な ん ら か の方法で解明 を さ れな ければな ら な い も の で あ る こ と は ま た 当 然

の こ と で あ ろ う 。 戦前の黒板勝美氏 ・ 伊木寿一氏 ら が 問題提起的 に 関 説 さ れて
以後、 古文書料紙 に つ い て の専論がお こ な わ れ る こ と がほ と ん ど な か っ た。 そ
の よ う な研究不在の状況のなかで、 こ こ 二三十年来 の古文書学界 にお い て、 料
紙論 の重要性 を 再提起 し 、 そ の 解明 を推 し 進 め て き た の は 上島有氏で あ る 。 そ

し て、 い まや古文書料紙 の研究が確実な広が り を見せ始 め てお り 、 上島氏 の 業
績成果 を さ ら に発展展開 さ せ る 段階に立 ち 至 っ て い る よ う に思われ る。

し た がっ て、 そ の 料紙論 を さ ら に発展 さ せ る た め に 取 り あ えずは じ め に 行わ
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な ければな ら な い こ と は、 上島氏の研究成果 の確認 と そ の 限界 を 整理す る こ と
で あ ろ う 。 氏が黒板 ・ 伊木氏 の所論 を 前進 さ せた点 を 一 口 で い う と 、 料紙論 を
文書 の機能論 と 結びつ けた と い う こ と で あ ろ う 。 身分制社会 に お け る 権威主義

的政治 の下では、 為政者は権威誇示 の た め にそ の発給文書 に相応 の 品質 の料紙

を 用 い、 発給者 の 上位か ら 下位 ま で 身分格差 に応 じ た そ の 品質 の 格差 を 定め よ
う と する も の で あ る 。 ま た、 文書の 内容、 と く にそれが長期保存 を 必要 と す る
か ど う か に よ っ て も 、 そ の 耐久性が異な る 料紙が用 い ら れ る こ と も 知 ら れて い

る 。 上島氏は、 こ の よ う な文書 の権威性や 内容の重要性な ど と そ の 料紙 と の相
関 関係 に つ い て、 い く つ か 具体的 に指摘す る 作業 を 進 め る と 同 時 に 、 日 本 中世
に お け る 文書料紙の総体 を 想定 し 、 そ の 体系化 を試み ら れた。 そ の 場合、 上島
氏が採用 し た研究方法は、 今 日 に伝存 し て い る 古文書原本 の 料紙 を 直接 に調査
観察す る こ と に徹す る こ と に よ っ て、 帰納的 に結論 を 導 こ う と す る 方法論であ

る 。 従来の和紙研究の 多 く は、 古文献 に描かれた和紙 の姿 を、 近現代 に 生産 さ
れて い る 和紙 の 製法技術やそれ に よ っ て制作 さ れた近現代の和紙製品 の イ メ ー
ジ に 基づいて考察 し て き た も の で あ る が、 上島氏 の研究法は、 こ れ ら と 決定的
に 異な る も の で あ る 。 そ し て、 上島氏は こ の よ う な方法 に よ っ て 日 本 中世文書

の 料紙体系 を構想 し、 格紙 を第 I 類か ら 第 V 類 ま で、 宿紙 を第VI類、 斐紙 を第
四類 と す る体系論 を提示 さ れた。 こ の体系論は学界 に お け る 先駆的業績 と し て
評価 に値する も の であ る。

こ の よ う に 上島氏 の研究 は学術史上 に 残 る も の で あ る こ と は間違 い な い で あ

ろ う 。 し か し 、 氏の研究はそ の 到達点が ほぼ20年ほ ど前であ り 、 そ の 後幾度か
の 微妙な修正 を 経て今 日 に 至 っ て い る が、 そ の 時点か ら の新たな成果は何 も な

い よ う に思われ る 。 第 I 類 か ら 第四類 ま で の体系論 に お け る 分類基準に し て も
やや主観的 に 過 ぎ る と い う 批判があ る が、 こ の 批判 に対 し て充分 に納得で き る
回答が行われて い な い よ う に思わ れ る 。 上島氏の原本調査 の方法は、 料紙 の縦

横法量 ・ 厚 さ の 計測 と 品質 ・ 風合 い の 判 断 に よ っ て行 う も の で あ る が、 品質 ・
風合 い の 判断は結局 の と こ ろ 氏 の卓見 に 委ね ら れ る 結果 と な り 、 われわれ凡人

に は説明 し で も わ か ら な い と い う 結果 に な る の で あ る 。 こ れは、 氏の研究方法
の 限界性 を 示す も の で あ っ て、 私 ど も は氏の研究 を 批難する の で な く 、 そ れ を
乗 り 越え る研究方法 を模索 し な ければな ら な い と い う こ と であ ろ う 。 ま た、 そ

の 料紙体系論は 日 本 中世の も の と し て 提起 さ れて い る が、 中世全期 間 に 亘 っ て
そ う な の か、 あ る い は 中 世のあ る 時点 に お け る 体系 な のか明確でな い の で あ る 。
氏 は か つ て第 I 類か ら 第V 類 ま での 分類 を、 奉書 I ・ 檀紙 ・ 奉書 E ・ 奉書 E ・
美濃紙 と い う 分類で説明 さ れて い た こ と があ っ た。 つ ま り 、 中 世文書の料紙体
系 を 奉書 ・ 美濃紙な ど の 近世文書料紙 の 名 称で も っ て説明 し て い た の で あ る 。
こ れ は、 氏の研究方法が古文献 に載せる 歴史的な料紙名 称 を 無視 し 、 中世文書
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原本 の調査の み に 依拠 し て、 帰納的 に体系論 を構築 し よ う す る 方法論 の 欠点が
こ こ に 現れた も の で あ ろ う 。 分類名 を奉書な ど の歴史的名称か ら 抽象的な I . 
II · ill な ど の数値名称に 変更すればよ い と い う も の では な さ そ う で あ る 。 やは

り 、 中 世 に お け る 檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原紙 ・ 強杉原 と い う 名称の紙が どれで あ り 、
ど の よ う な体系 を形づ く っ て い る のか、 そ し て近世 における 大高檀紙 ・ 奉書紙 ・
美濃紙な ど と ど の よ う に 系 譜的 に 繋が り を も つ のか、 真正面か ら 取 り 組 んで い
か な ければな ら な い ので は な い か、 と 思 う の で あ る 。

私 た ち は、 本科研 に お いて、 そ の 料紙 を 観察す る こ と に よ っ て、 年号 の な い

古文書や古記録 の作成 ・ 書写 さ れた年代 を判定で き る 基準 を 作成す る こ と 、 こ
れ を 目 指 し で き た。 すなわ ち 、 中 世 と い っ て も 、 平安時代 ・ 鎌倉時代 ・ 南北朝

時代 ・ 室町時代 ・ 戦国時代 に はそれぞれそ の 文書料紙体系は変遷 し てお り 、 料
紙 の 製法 ・ 品質 も 時代 を 追 う ご と に変化 し て い る の であ り 、 そ の 変化 を 見極め

る こ と に よ り 年代判定が可能 に な る の で は と 考 え た の で あ る 。 こ こ では、 中 世

と い う 長 い 時代 に た だ l つ の 文書料紙体系論で説明 し き る の は無理で あ る と い
う 共通認識があ る 。 やは り 、 中 世 に お け る 檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原紙 ・ 強杉原、 そ し
て近世 に お け る 大 高檀紙 ・ 奉書紙 ・ 美濃紙な ど の 系譜的な研究へ の着手、 それ
が上島氏の研究方法を乗 り 越え る新たな方法 と して用意さ れなければな ら なか っ
た の で あ る 。

私 た ち は、 前科研 の総合研究 （A） 『古文書料紙原本 に み る 材質 の 地域的特
質 ・ 時代的変遷 に 関する 基礎的研究』 に お い て、 別紙 の よ う な調査票 を作成 し、

古文書料紙の多面的な観察 を徹底的 に行 う と い う 方法 を 採用 し た。 こ れ は、 上
島氏の品質 ・ 風合 い に つ い て行 う 卓見的判 断 に 対 し て、 われわれ凡人が対抗す
る 手段 と し て考案 し た も の で あ っ た。 料紙 の 表面 の観察 と し て、 ど の よ う な 賛
で漉 き 上げ ら れ た の か を 見 る た め 、 料紙 に 付 い た 賓 の 目 と 糸 目 に つ いて、 前者
で は 賓 の 畿 の太 さ 、 後者で は 畿 を 編 ん だ、糸 の 間 隔 を 計量 し 、 そ の 目 立 ち 具合 を
判定 し た。 ま た、 賓 の 上 に 紗 を 敷 い て漉 き 上げ る 紗漉 き で あ る か ど う か を 判定

する た め 、 紗の 目 が あ る か ど う か、 そ の 目 立 ち 具合 も 観察 し た。 さ ら に 、 漉 き
上げた紙 を ど の よ う し て乾燥 さ せ た か を見る た め に、 干 し 板の跡で あ る 板 目 、

板 に 湿 っ た 紙 を 貼 る た め に刷毛で擦 り つ けた跡で あ る 刷毛 目 を も観察 し た。 こ
れ ら 料紙表面の観察 は、 上島氏 の 総合判 断よ り も 格段 に精度 の 高 い料紙判定 の

判断材料 に な る と 考 え る 。
つ ぎ に、 私た ち は製造技術 の精度 を 見 る た め、 漉 き 斑 ・ 漉 き 雛 の有無、 繊維

束 ・ 繊維溜 り の 有無、 樹皮片等 の 異物混入 の 状態 を 観察 し 、 樹皮 の 町解 ・ 塵取
の精度、 繊維 の分散 を観察 し 、 漉 き 上げ技術の優劣な ど の 判 断材料 と し た。 ま
た、 今回 の科研では、 1 00倍率 の 顕微鏡 を 用 い て料紙 の 透過光観察 を 行 い 、 不
純物 （非繊維物質） の残存状況 に つ い て の 観察 を も 追加 し た。 こ れ ら の 点 も 、
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上 島氏の研究方法 に は なか っ た も の で あ る 。

さ ら に 、 料紙 の原材料 を 見 る た め 、 前科研か ら 引 き 続 き 、 同 じ く 1 00倍率 の

顕微鏡 を 用 い、 繊維 の 太 さ ・ 密集度 を 観察 し 、 今回 の科研か ら は、 米粉 ・ 白 土
な ど の添加物 の有無お よ び、そ の分量の観察 を も 追加 し た。 こ れ ら は、 料紙の性
格 を 決定 し て い る 大 き な要素であ る だ け に 、 料紙 の種類 を 判定す る 決め 手 に な
る デー タ で あ る 。 こ れ ら も 上島氏の方法に は決定的 に 欠如 し て い る も の で あ り 、
そ の方法の限界は明 白 で あ ろ う 。

さ ら に追加 し て、 料紙の 加工 を確認す る た め 、 打紙 ・ 磨紙 ・ 染色 ・ 化粧裁ち

の有無、 墨 の惨み具合な ど を も 観察 し た 。 打紙 ・ 磨紙 ・ 染色等は一般の文書 に

は用 い ら れ る こ と は少な い が、 天皇文書 ・ 経典そ の 他 に は 大 い に利用 さ れ る も
の で あ る 。 上島氏の料紙論は文書 に 限 ら れ る も の で あ る か ら 、 こ の よ う な も の
の 観察は行われなか っ た の は 当 然で あ ろ う 。

以上、 私た ち の調査研究 の 方法論 を述べ る と と も に、 上島氏の研究方法 の 限
界 に つ い て指摘 し て見た。 こ の よ う な調査研究方法の試行錯誤 を 重ねて、 私た
ち は よ う や く 中 世近世 に 亘 る 文書料紙 の 展 開 過程 に つ い て一定の 見通 し を つ け
る こ と がで き る よ う に な っ た し、 料紙体系 を構成 し て い る 代表的な紙種 に つ い
て も 、 そ の 判定 を あ る 程度で き る よ う に な っ た の で あ る 。 次項で は、 そ の私た

ち の紙種判定 の方法 を大略述べる こ と す る 。

2 . 材質別紙種の光学的判定法一橋紙 ・ 極紙 ・ 斐紙

日 本 の 中 世 ・ 近 世 に お け る 文書料紙の 主要な原材料 と し ては、 椿 ・ 三極 ・ 雁
皮 の 3 種が あ り 、 それ ら の原料 に よ っ て造 ら れ る 紙 をそれぞれ椿紙 ・ 極紙 ・ 斐

紙 と 呼ぶ。 そ の う ち 椿紙が圧倒 的 に 大 き な比重 を 占 め、 文書 に使用 さ れ る 料紙
の 9 割以上は格紙であ る と 思わ れ る 。 こ れ に 次 い で斐紙がわずか に 用 い ら れ、
極紙は さ ら に 少な い。 奈 良 時代 に は、 良 質 の料紙 と し て 麻 を 原料 と し て す る 麻

紙が造 ら れた が、 平安時代 に はそ の姿が見 ら れな く な る 。 竹 を 原料 と す る 竹紙

は、 日 本で は 生 産 さ れず、 中 国か ら 輸入 し た も の を 用 い た。

椿紙 ・ 極紙 ・ 斐紙の見分 けは、 素紙 に つ い て は 肉 眼の観察で十分可能であ る
が、 加工紙や裏打ち の あ る 文書 ・ 典籍で は見分 けが難 し い 場合が あ る 。 製紙工

業界では、 こ れ ら の原材料 の判定法 と し て は、 化学的な 染色判定法が定着 し て
い る 。 そ の 方法 に つ い て は こ の後 に元高知県紙産業技術セ ン タ ー第二技術部長

大 川 昭典氏 に概要 を 説明 し て い た だい て い る 。 し か し 、 私 ど も が行 う 紙素材文

化財 の料紙調査で は、 前述 の よ う な計量 と光学的観察 と い う 非破壊的な調査方
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法で も っ て紙種 を判定する も の で あ る か ら 、 こ こ で は こ の よ う な化学的判定方

法 に 代わ る光学的方法 に よ る 判定の仕方 を 述べてみた い。
格紙 ・ 極紙 ・ 斐紙の繊維 の 長 さ は、 それぞれ 6 ～ 2 1 Illill、 3 ～ 5 Illill、 3 ～ 5

mで あ り 、 そ の 長 さ に相違があ る 。 し た が っ て、 毛羽立つ た繊維や繊維束な ど
を 観察す る こ と に よ っ てそ の長 さ が分か る 場合 に は、 お お よ そ の 紙種 の 見 当 が

つ く こ と があ る 。 繊維 の太 さ に つ い て は 、 いずれ も そ の直径が 1 0 ～ 3 0 µ, m 
と さ れ る が、 平均ではそれぞれ 2 7 µ, m、 2 0 µ, m、 1 9 µ, m と 相 異 が あ る よ う
で、 こ れ を 顕微鏡で観察す る と 明 ら か に そ の 相違が分 か る こ と が多い。 すなわ
ち 、 格の繊維が最 も 太 く 、 次 いで三極 ・ 雁皮 の繊維 のJll買 に細 く な る よ う で あ る 。

し か も 、 繊維が長 く 太 い椿紙は、 繊維 間 の 間 隙が大 き く 開 いてお り 、 斐紙はそ
の 間 隔が ほ と ん ど な い 程度 に 詰 ま っ て い る 。 そ の た め 、 繊維問 の 隙 聞があ る 椿

紙は柔 ら か い の に対 し、 繊維問の詰 ま っ て い る 斐紙は硬 く てパ リ パ リ し て い る 。
極紙はそ の 中 間 と い っ た感 じ で あ る 。

さ ら に、 紙 の 表 面 に つ く 賓 の 目 は、 畿が太い ほ ど 目 立 ち 、 同 じ太 さ の畿であ
れば繊維が短 い ほ ど 目 立 ち 易 い 。 ま た 、 流 し 漉 き よ り も 溜 め 漉 き の ほ う が賓 の
目 が 目 立ち 易 い。 それは、 流 し 漉 き の方が畿 に繊維 の 橋 を 架 け、 紙 に 畿が 当 た
る 部分 の 厚 さ （あ る い は密度） と 、 畿 と 畿 と の溝 の部分の厚 さ （密度） と が あ
ま り 格差が生ぜず、 反対 に 溜 め 漉 き は 溝 に 繊維が詰 ま っ て厚 く な り 、 事実の あ た
る 部分 と の 厚 さ の格差が大 き く な る か ら で あ る 。 一般的 に繊維 の 短 い 斐紙ほ ど
賓 の 日 が 目 立 ち 、 橋紙は 目 立た な い と い う こ と に な る 。 し か し 、 斐紙は賓 の 上
に 紗 を 敷 い て漉 く こ と が多 い の で、 ほ と ん ど賓 の 目 が見 えず、 代わ り に 紗 の 目
が見え る 。 こ れ に対 し、 極紙は紗 を 敷 い て漉 く こ と が ほ と ん ど な い た め 、 か な

り は っ き り と し た賓 の 目 が着 く 。 そ の 場合、 賓の 自 の 色 は紙 の表 と 裏で は濃淡
の 差がで き る こ と が多 い が、 それ も 極紙ではな いか疑 う 第 1 歩 に な る 。

格紙の 場合は、 賓 の 畿が太 い強杉原な どは賓 の 目 が 目 立つが、 比較的細 い檀

紙 ・ 杉原紙な ど は あ ま り 目 立た な い。 概 し て、 賓の 目 か ら 見れば、 よ く 目 立つ
の は極紙、 少 し 目 立つ の が椿紙で あ り 、 賓 の 目 が見えず紗 の 目 が見 え る の が斐

紙 と い う こ と に な る 。 ただ、 た ま に紗 を敷かな いで漉 く 斐紙があ っ て、 こ れ に
は見事な 賓の 目 が付 く 。 ま た‘ 宿紙や漉返紙 の 製作の 際 に も 紗 を 敷 く こ と が多
く 、 こ れ に も 紗 の 目 が見受け ら れ る 。 近代以降 の和紙では、 椿紙で あ る 天具帖

紙な ど も 紗 を 敷 い て漉 く か ら 、 賓 の 目 が見 え な い。
紙の表面の光沢度や透明度か ら 見 る と 、 椿紙 は繊維 の密度が低 く 、 繊維間 に

間隙があ る の で、 光沢度は低 く 、 不透明で、 柔 ら か い。 こ れ に対 し 、 斐紙は密
度が高 く 、 繊維が密集 し て い る ので、 光沢度が高 く 、 透明感があ り 、 パ リ パ リ
し て い て硬 い 。 三極紙はそ の 中 間 と い っ て よ い 。 と こ ろ が、 写経料紙 の う ち に
黄葉染め で光沢度が高 く 、 透明感があ り 、 パ リ パ リ し て い て硬 い な が ら 、 少 し
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く 賓 の 目 の見 え る も の があ る 。 こ れは、 従来 の 調査現場では、 格交 り 斐紙 と か
斐交 り 格紙 と か思わ れて い た 時期 があ っ たが、 現在で は増 田勝彦 ・ 大川 昭典氏

ら の研究 に よ り 椿紙の打紙で あ る こ と が判明 し て い る 。 打紙で あ る か ど う か に

つ い ては、 顕微鏡で観察すればす ぐ に 分か る こ と で あ っ て、 椿紙打紙で あれば、
繊維が太 く 、 さ ら に押 し 潰 さ れて繊維問 の 間 隙がな く な っ て い る 状態が看取で
き、 斐紙で あれば、 細 い 繊維が潰れ る こ と な く 詰 ま っ て い る わ け で、 椿紙打紙
では な い こ と が確認で き る の で あ る 。

3 .  椿紙製法別紙種の 判定法一檀紙 ・ 杉原紙 ・ 奉書紙 ・ 美濃紙等

前項で述べ た よ う な 中 世 ・ 近世 に お け る 文献料紙で あ る 椿紙 ・ 極紙 ・ 斐紙つ
い て の 私 ど も の判定法が正 し い か ど う かつ い て は、 それをや る や ら な い は別 と
し て、 必要な ら ば化学的な 染色鑑別法 に よ っ て再確認す る こ と も で き る 。 し か

し、 格紙の う ち の檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原紙 ・ 強杉原 ・ 大高檀紙 ・ 奉書紙 ・ 美濃紙 と
い っ た細か な分類 の判定法 に つ い て は、 そ う 簡単 に は結論 を 出せ な い よ う で あ
る 。 そ も そ も 、 こ れ ら の製法の違 い に よ る 細分類の紙種が、 具体的 に伝存する

ど の 料紙 を指 し て い る のか、 それが古文献 に指摘 し で あ る 説明 と 合致 し て い る
か ど う か を 確か め た 上でな い と 、 議論が成立 し な い か ら で あ る 。 し た が っ て、

こ れ ら の細分類の紙種の判定の前提 と し て、 こ の よ う な紙種 の特定 と い う 大 き

な課題 が存在す る 。

い ま、 中世 ・ 近世 に お け る 格原料の代表的な紙種で あ る 檀紙 ・ 引合 ・ 杉原紙 ・
強杉原 ・ 大高檀紙 ・ 奉書紙 ・ 美濃紙 をそれぞれ料紙 と し て い る と 思わ れ る 文書

に つ い て、 本科研で調査 し た文書 の 中 か ら 例示 し てみ る と 、 以下の と お り では

な い か と 考 え る 。 文書名 の下 に 調査で得た 数値デー タ と 特徴的な所見 を挙げて
お く 。 「縦」 「横」 は料紙の縦 と 横 の 寸法、 単位は 阻、 「厚j は料紙の厚 さ で単
位は 1 0 .u m で あ る 。 「色」 は現状 の 料紙表面 の 相 対 的 な 色 で 、 白 色 か黄色 い か

を 示 し た。 「賛 目 」 は賛 目 の 目 立ち 度合 い を 主観 的 に 判 断 し 、 l 寸 当 り の 畿 の 本
数 を 示 し た 。 「米粉」 は添加物 と し て加 え ら れた米粉 の 有無、 米粉があ る 場合

は主観的なが ら 相対的な分量 を 表示 し た 。 「非繊維J は椿皮 に 含 ま れ る 繊維以
外 の 不純物 （非繊維物質） の残存の有無、 不純物 （非繊維物質） の残存の あ る
場合は こ れ も 主観的なが ら 相対的 な分量 を表示 し た。

檀紙 東寺百合文書 ト 函 24- 1 延慶 3 年 4 月 24 日 付 御室宮令 旨

縦337横536 厚23 白 色 賛 目 微か 1 7 米粉少量 非繊維少量



引 合 東大寺文書第 1 238 2 8 月 1 0 日 付 興福寺別 当 雅縁書状

縦3 1 3横532 厚 1 8 白 色光沢 あ り 賛 目 不可視 米粉無 非繊維無

杉原紙 東寺百合文書イ 函 85 文安 3 年 1 0 月 27 日 付 室町幕府奉行 人連署奉書

縦28 5横450 厚 1 0 白 色柔 ら か 賛 目 微か 1 8 米粉入 り 非繊維少量

強杉原 東寺百合文書ふ函 5 - 4 応永 5 年付 真言院後七 日 御修法請僧交名

縦346横557 厚34 黄色 賛 目 顕著 8 強紙 米粉無 非繊維やや多

大高檀紙 東福寺文書5 0 1 宝永 4 年 1 1 月 22 日 付 徳川綱吉公帖

縦464横655 厚41 白 色 賛 目 微か 1 8 人工雛 米粉無 非繊維無

奉書紙 島津家文書6758 元禄 1 6年 4 月 1 8 日 付 琉球国三司官識名盛命起請文

縦3 54横490 厚 1 6 白 色 賛 目 微24 糸 目 やや顕 米粉多 非繊維無

美濃紙 島津家文書6448 4 月 2 1 日 付 琉球国三司 官連署奉書包紙

縦273横406 厚 9 黄色 賛 目 微か25 米粉無 非繊維多 い

こ れ ら の文書を念頭 に置 き な が ら 、 以下それぞれの 椿原料の紙種 を判断す る 、

私た ち の考え方 を 略述 し た い。

( 1 ） 檀 紙

平安時代後期 か ら 南北朝 時代 ま で の 院宣や鎌倉幕府下知状 ・ 室町将軍御判御
教書等 の公験文書 に使用 さ れた 白 く て大 き く 厚手の料紙で あ る 。 上 島氏の嘗て
の分類で言えば 「奉書 II J に分類 さ れ る 料紙で あ ろ う 。 堵の 白 皮 を よ く 叩解 し 、
繊維 を水で 良 く 洗 っ て、 不純物 （非繊維物質） を取 り 除 い て 漉 き 上げる た め 、

白 い 上質な紙 と な る 。 ただ、 徹底 し て叩解 ・ 水洗 を行 な う の でな く 、 繊維束 の
混入 も 少な く な く 、 さ ら に 白 さ を 増すた め に 米 の粉 を 多少加 え る こ と が多い。
そ の た め、 パ リ パ り し た硬 さ は な く 、 厚 さ があ る の で 一見硬 い紙の よ う に感 じ
る と き も な い では な い が、 触 っ てみ る と ど ち ら か と い う と 柔 ら か い感 じ がす る 。
透過光 の 顕微鏡で観察す る と 、 繊維 と繊維 の 聞 に か な り の 間隙が認め ら れ、 そ

こ に 多少の不定形 に 丸 い 不純物が若干見受け ら れ る 。 ま た、 小 さ く 透明な丸い
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米の粉 を 確認す る こ と も 少な く な い 。

室町時代以降 の檀紙は、 南北朝以前 のそれ と 較べる と 、 繊維束の 残存が ま だ
認め ら れ る も の の 、 不純物 を 良 く 洗 い 、 米粉 を 入れないよ う に な る 。 不純物が
減 っ た分腰が弱 く な り 、 一見漉返紙 の よ う に見 え る よ う に な る 。 それが、 豊 臣
秀吉の大高檀紙の紙質 に 繋 が っ て行 く も の ではな い だろ う か、 と 考 え て い る 。

例示 の御室宮令 旨 は鎌倉時代後期 の皇族で あ る 法親王が寄進 団地 を安堵 し た
公験で あ る が、 縦 の 寸法が337mm、 横が536mm と 大 き く 、 高檀紙か も し れな

い。 厚 さ の 平均値 も 230 u m で厚手 の紙 で あ る 。 料紙 の 表 面 の 色 は経年 し て も

白 っ ぽ い が、 こ れは非繊維物質 の 量が少 な い こ と か ら よ く 繊維が洗われて い る
こ と 、 そ し て米粉 を 少量加 え て い る こ と に よ る と 思わ れ る 。 賛 目 は微か に し か
見 え な い が、 こ れ は、 こ の紙 を 漉 き 上げた賓 の 畿が 1 寸 当 り で 1 7本 と 、 比較的

細 い 畿で あ る ので賛 目 が付き難か っ た た め と 考 え ら れ る 。 賛 目 が見 え に く い と
い う こ と は、 料紙 に 凹 凸が少な く 、 表面が滑 ら か で有 り 、 上 品 な紙で あ る こ と
を 示 し て い る 。

( 2 ） 引 合

平安時代後期か ら 江戸時代 ま で作成 さ れた椿紙の う ち の 最高品質 の料紙であ

る。 天皇 ・ 上皇の震翰、 将軍や上級貴族の御内書、 和歌懐紙な ど に 用 い ら れ る 。
上 島 氏 の 分類では、 「奉書 I J と 呼ぶ品質 の 料紙 に 当 る と 考 え ら れ る 。 檀紙の
最高 品 質 の も の で あ り 、 「檀紙J と 呼ばれて い る 場合 も あ る 。 椿の 白 皮 を 丹念
に塵取 し 、 繊維束 を 残 さ な い よ う に よ く 叩解 し 、 不純物が残 ら な い よ う に よ く

水洗い し 、 細 か い 畿 を編んだ、賛で漉 き 上げる。 時 に は、 賓 の 上 に 紗 を 敷い た り 、
漉き 上げた料紙 を 軽 く 打紙 し た り す る 場合 も あ る 。 料紙 の表面 に光沢が あ り 、

色は純 白 で あ る 。 透過光の顕微鏡で覗 く と、 不純物 も米粉 も 全 く 確認で き な い。
繊維 と 繊維 の 間は普通の檀紙よ り は 目 が詰 ま っ て い る 。 米粉や 白 土 を 入れた り
せず繊維の 白 さ に よ っ て の みそ の 白 さ を 出 し た紙であ り 、 パ リ パ リ し た 硬 さ は

な く 、 柔 ら か め の料紙 であ る。

例示の興福寺別 当 雅縁書状 は、 鎌倉時代前期 ごろ に活躍 し た土御 門通親 の子
で興福 寺別 当 で あ る 雅縁か ら 東大寺東南 院門跡 に 当 て た書状で、 上流 の 僧侶間
で取 り 交わ さ れ る 書簡 の 料紙 と 考 え て よ い 。 縦の 寸法が3 1 3mm、 横が532mm で、
同 時代 の 普通の檀紙 と ほぼ同 じ 大 き さ で あ る 。 厚 さ は 1 80 u m で こ れ も こ の ご

ろ の檀紙の 厚 さ と ほぼ同 じ で あ ろ う 。 賛 目 は全 く 見えず、 1 寸 当 り の 畿 の 本数
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を数 え る こ と がで き な い。 おそ ら く 細 い 畿 の 賓で漉き 上げた も の と 思わ れ る 。

透過光 に よ る 顕微鏡で覗 く と 、 非繊維物質が全 く と 言 っ てよ い ほ ど 無 く 、 米粉
の 添加 も 無 い。 それで い て 純 白 色で光沢 の あ る 料紙で あ る 。

( 3 ） 杉原紙

1 2世紀の藤原忠実の 日 記で あ る 『殿暦』 の永久 4 年 7 月 1 1 日 条に 「杉原圧紙」
と 見 え る の が杉原紙 の文献 上 に お け る 初見 さ れ、 『北条九代記』 で は承久元年
の 項 に 「杉原紙始而流布」 と あ り 、 鎌倉 に お け る 杉原紙の使用 がそ の こ ろ か ら
始 ま っ た と 解 さ れて い る 。 そ し て 14世紀 の 建武政権時代 ・ 南北朝 時代に鎌倉武
士 の 多 く が京都 に登 り 、 やがて京都 に幕府が開設 さ れ る と 京都近辺で も杉原紙
の 普及が進んだ と さ れ る 。 江戸時代で も 西 の 内紙な ど の杉原紙が存在す る か ら 、
杉原紙は平安時代後期か ら 江戸時代 ま で 生産続け ら れた料紙 と 考 え て よ い で あ

ろ う 。 ただ、 平安時代か ら 南 北朝時代 ま で の杉原紙、 室町時代か ら 戦国時代ま

で の杉原紙、 そ し て江戸時代の杉原紙で は、 外見上か ら 見て も 大変 に 相異があ
る も の で はな い か、 思われ る 。

杉原紙 のイ メ 一 ジは下級身分 の も の の書状用紙で、 あ る 。
く 薄 く 粗末で安価な料紙で、 あ り 、 白 く 柔 ら か い と い う こ と ではな い だ ろ う か。

ま た 、 『貞 丈雑記』 等 に よ れば、 江戸時代では杉原紙 を糊入紙 と 呼んで い た ら
し い の で、 杉原紙は糊す な わ ち 米粉 の 入 っ た紙 と 考 え ら れ る 。 寿岳文 章 氏 の
『 日 本 の 紙』 で は、 近 世 の 杉原紙 に は糊が入る よ う に な る が、 中 世以前では入

ら な い と い う が、 そ う で は あ る ま い。 料紙への 米粉 の 添加は、 中 国 に お い て も
唐代以前の写経料紙 に も 認め ら れ、 宋代以降の竹紙 に も 認め ら れ る 。 日 本 の檀

紙 に お い て も 平安時代後期 の も の に も 若干で あ る が米粉 の添加が行わ れてい る
こ と は、 前述 し た。 し た が っ て、 米粉 を 多 く 入れた紙が杉原紙で あ る と 定義 も
よ い の では な い か思 う 。 ま た、 そ の よ う に考え た方がい ろ い ろ と 辻棲が合 う こ

と が多 い 。
それでは、 なぜ杉原紙 に米粉 を 入れ る か と い う と 、 繊維 を洗い 非繊維物質 を

取 り 去 る 手間 を 省 く た め と 考 え ら れ る 。 檀紙では、 で き る だけ非繊維物質 を洗

い取 り 、 少 し残 っ た不純物 を誤魔化すた め に 少量の米粉入れ、 引 合では徹底的
に 非繊維物質 を 洗 い 取 っ て い て、 米粉 を 全 く 入れな い の で あ る 。 こ れ に対 し て
杉原紙では、 不純物 を適 当 に し か洗わ な い か、 全 く 洗わ な い で米粉 を加 え る こ
と に よ っ て、 白 い 柔 ら か な 紙 を 作 ろ う と し た の で は あ る ま いか。 い わば、 繊維
の 水洗過程の手抜き し た も の で、 それが杉原紙 の原形 と 考 え ら れな い で あ ろ う
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か。 だか ら 、 顕微鏡で覗 いて、 不純物が多 く か っ米粉が入 っ て い る こ と が一 目
瞭然な の は杉原紙で あ る と い っ て い い の では な か ろ う か。 こ れが、 平安時代か

ら 南北朝時代 ま で の 杉原紙で あ る 。
平安時代か ら 南北朝時代 ま で の 杉原紙 と 檀紙 と は ど の よ う に 異な る か と い う

と 、 次 の と お り で あ ろ う 。 すなわ ち 、 不純物 に つ い て は、 檀紙で はかな り 少な
い が、 杉原紙で は非常 に 多 い。 米粉 に つ い て は、 不純物 の残存を誤魔化す た め
に は、 不純物 の 量 に 応 じ て、 檀紙では と れ を わずか入れればよ い の に対 し て、

杉原紙では沢山入れな い と い け な い の で あ る 。 料紙 の 堅 さ か ら い えば、 不純物

が多い ほ ど料紙が堅 く な り 、 米粉が多 い ほ ど 柔 ら か な紙 と な る 。 檀紙 と 杉原紙

の 堅 さ 加減は、 それぞれ不純物 の 量 と 米粉の量が対応 し て い る ので相殺 さ れ、
同 じ 程度 に な る か ら 、 堅 さ 加減では檀紙 な の か杉原紙な の か は判断で き な い。

た だ、 厚 さ は檀紙 の方が公験 に 用 い ら れ る か ら 厚 く 、 杉原紙は書状な ど の 料紙

と さ れ る か ら 薄 く 漉かれる こ と が多い。 大 き さ も 縦横の 寸 法 も 檀紙の方が大 き
い わ けで あ る 。 上 島氏の 嘗て の 分類で言えば、 不純物 の 多 い も の は氏の分類に
入 ら な い雑紙 と な る も の が多 い と 考 え ら れ る が、 ち ょ っ と 不純物が少な い 良質

の杉原紙は奉書 E に 当 る か も し れ な い 。

室町時代か ら 戦国時代ま で の 杉原紙は、 例示 し た文安 3 年 1 0 月 27 日 付室町幕
府奉行人連署奉書の よ う な料紙で あ る 。 前時代 の杉原紙 に 較べる と、 不純物 を
あ る 程度少な く し、 大量に米粉 を入れる よ う に な る の で あ る 。 そ う す る と 、 今
ま で以 上 に 柔 ら か で 真 っ 白 な 料紙 と な る 、 ま た、 檀紙 に較べて か な り 縦横 の法

量が小 さ く 、 厚 さ も 薄 く し て、 1 枚 当 り の材料量 を 減 ら す こ と に よ り 、 材料費
を安価 に し て い る 。 米粉 を大量 に 入れ る こ と も 、 椿皮が重量 の 同 じ米よ り も 高
価で あ る こ と か ら 、 米粉 を大量 に添加する こ と が杉原紙 を 安価 に で き る 要 因 と
も な っ て い る 。 例 示 の 料紙は、 縦 の 法量が285mm、 横が45 0棚、 厚 さ が 1 00 J.L m
だか ら 、 檀紙の例 と し て挙げた延慶 3 年 4 月 24 日 付御室宮令 の 3 1 % の体積 と な

り 、 檀紙 1 枚 の材料で杉原紙 3 枚以上作れ る 計算 に な る。 ま た、 原料処理 の手
間 の省 略 に よ っ て手間代が省略で き る か ら そ の 生産 コ ス ト の 差 は さ ら に 大 き い
と 思わ れ る 。

こ の 奉行 人奉書 も 白 色で柔 ら か い も の で あ り 、 透過光 の顕微鏡で覗 く と 、 非
繊維物質 が少量で、 米粉がかな り 入 っ て い る こ と を確認で き る 。 ま た、 賛 目 は
1 寸 当 り の簸数1 8本で微か に見え る 程度であ り 、 畿が細 い た め に 賓 の 畿が 当 る
こ と に よ っ て で き る 紙面 の 凹 凸 の 格差が少 な い 。 前代の杉原紙 と は かな り 外見
が変化す る が、 基本的 に不純物 を 残 し、 米粉 を 加 え る と い う 点で は共通 し て い
る 。

江戸時代 の杉原紙は、 室町時代か ら 戦国時代 ま で の杉原紙 よ り 不純物 を徹底
的 に洗 い 取 り 、 米粉 の 量 も 減 ら す よ う に思え る 。 ま た、 中 世 の杉原紙で は多 く
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の 文書料紙で繊維束 の残存が確認 さ れ る が、 江戸時代 のそれは、 余程品質 の悪

い も の で な ければ、 繊維束や塵取 り 徹底 し て行な っ てお り 、 障子紙 の よ う に き

れ い な 白 い 柔 ら か い 料紙 と な る 。 不純物 を徹底 し て洗 う 点は、 杉原紙の原形か
ら 外れる こ と に な る が、 米粉 を入れて 白 く 柔 ら か い 紙 を 作 る 点で は、 杉原紙 の

範鴎 に は い る の で あ ろ う 。

( 4 ） 強杉原

名称か ら し て、 料紙 の表面が ごわ ごわ し た紙で あ ろ う 。 そ の ごわ ごわ感は、

料紙表面 に 賓 目 に よ る 凹凸があ り 、 紙質 が あ る 程度堅 い と い う こ と で あ ろ う 。

鎌倉時代か ら 戦国時代 に か け て寺院の壁張紙や武家文書 の公験に 用 い ら れた。
武家文書 の 公験 と し て は、 室町幕府の 室町義満御判御教書 あ た り がピー ク で、
そ の 前後 に 多 く 用 い ら れて い る 。 名称、 の 強 「杉原」 は、 杉原紙 と の共通点があ
る こ と 、 も と も と杉原紙 と 同根で あ る こ と を 示す も の で あ ろ う 。 そ の 共通点 と

は不純物 を 洗 い 流 さ な い と い う 点で あ ろ う 。 杉原紙が時代 を 降 る 程、 不純物 を
洗 い 流す よ う に し て、 さ ら に 米粉 を 加 え て柔 ら か い 紙 を 目 指 し て い っ た の に 対
し 、 強杉原 は不純物 を 積極的 に残 し、 米粉 を加 え る こ と も せず、 ごわ ごわ し た
強紙 を 目 指 し た の で あ る。

不純物が大量 に 残 っ て い る の で経年変化で料紙 の色が黄ばんで い て、 賓 目 の
簸 と 畿 と の 間 の 隙 間 に 溜 ま っ た繊維が、 畿 の 当 っ た部分よ り 厚 く 密度が高 い た
め、 そ の 部分の色が特 に黄色 っ ぽ く 、 そ の た め 賛 目 が顕著 に見え、 一層荒々 し

い感 じ と な る 。 不純物は繊維 と 繊維 と の 結合を強め る 働 き を する か ら 、 堅 く て
丈夫な料紙 と な る 。 米粉の添加は、 逆 に 繊維 と 繊維 の 結 合 を 妨げ る 働 き を す る

の で あ る が、 強杉原 に は こ れが添加 さ れ る こ と は な い 。
上島氏の 分類では、 こ れ を 「檀紙」 と い う こ と に し て い る が、 檀紙は も と も

と 前述の よ う に優雅な料紙で あ る の に 、 檀紙 に こ の よ う な荒 々 し い イ メ ー ジ を
与 え た の は上島氏の罪であ る 。 ただ、 義満が好ん で公験文書 に こ れ を使用 し た
と こ ろ か ら 考え る と 、 政治文書料紙 と し ては檀紙よ り格上 の 料紙 と 位置づけて

い た こ と は 間違い な い と こ ろ で あ る が、 引合 と 比較す る と や は り それよ り は下

と 考 え た ほ う が良 い よ う で あ る 。
例示 し た応永 5 年付真言院後七 日 御修法請僧交名 は、 毎年宮中 真言院で正 月

8 日 か ら 1 4 日 ま で、行な っ た後七 日 御修法 に つ いて、 そ の 大阿閤梨が、 大阿閤梨

と と も に勤修 し た 僧侶 の 名 前 と 実施 し た修法の 内 容 を 、 宮 中 に報告 し た文書で
あ る 。 こ の真言院後七 日 御修法請僧交名 は、 宮 中 に提出 さ れ た正本 の 控 え で あ
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り 、 毎年 の も の をJI慣 に は張 り 継いで、 東寺長者の許 に伝存 し て き た も の で あ る 。
おそ ら く 、 そ の 料紙は、 正本 と 同 じ も の か、 1 ラ ン ク 下の 料紙か も し れ な い。
縦 の 寸 法が346mm、 横が557mm、 厚 さ が340 11 m あ り 、 か な り 大 き く て 厚 い 。 強

紙で賛 目 が顕著であ り 、 1 寸 当 り の 畿 の 本数は 8 本で、 かな り 太 い萱賛 を 使用
し て 漉 き 上げて い る 。 前述 の よ う に 賓 の 畿が太 い ほ ど費 目 が 目 立 ち ゃす い の で

あ る 。 透過光 の顕微鏡で 覗 い て み る と 、 非繊維物質がやや多 く 、 反対 に 米粉は

全 く 認め ら れな い。 非繊維物質が経年変化で黄ばんで、 黄色 の賛 目 の横筋が顕
著で あ る 。

( 5 ） 大高檀紙

大高檀紙 の 「大高」 と は、 天地の 寸法が高 いすなわち 長い と い う 意味であ り 、
大 き い檀紙が大高檀紙な の で あ る 。 鎌倉時代前期 に は高檀紙が現れ、 室町時代
に は さ ら に高檀紙が大小 に分け ら れた大高檀紙 と 小高檀紙 と い う 名称が見 ら れ
る 。 こ れ ら は いずれ も檀紙 の 範時 に 入 る も の で あ る が、 こ こ で は、 こ れ ら の檀
紙 と は 少 し 異な っ て、 豊 臣秀吉の朱印状用 い ら れた特大 の 料紙、 それ を 引 き 継
い だ徳川将軍の判物 ・ 朱印状 に 使用 さ れ る 文書料紙 を 総称 し て、 「大高檀紙J
と PS]lぷミ こ と に し た い 。

秀吉が用 い た大高檀紙は、 大 き さ が特大 と い う こ と もそ の 要 因で あ ろ う が、
従来 の檀紙よ り も 腰が弱 い よ う で あ る 。 繊維束 も 多 く 、 漉返で はな い か と 思 う

ほ ど繊維が流れて い な い 。 こ の よ う に腰が弱 い の は、 繊維 を 充分叩解 し て い な
い た め 繊維が堅 く 、 し た が っ て漉 き 上げ ら れた紙が柔 ら か い か ら で あ ろ う 。 1 
寸 当 り の賛 日 の本数が1 2 ・ 1 3本 と 、 萱賓の太い畿の も の で漉 き上げ ら れてお り 、

賛 目 が 目 立つ も の で あ り 、 一見強杉原 の 系統 の 紙の よ う に も 見 え る 。 し か し 、

透過光 の顕微鏡で覗 い て 見 る と 、 不純物がほ と ん ど含 ま れてお ら ず、 よ く 繊維
を 洗 っ て い る こ と が分か る 。 し た が っ て、 米粉 も ほ と ん ど添加 し て お ら ず、 そ
の点では檀紙系統 の紙で あ る と み る こ と も で き る 。 こ の よ う に秀吉の大高檀紙

は、 賛 目 が 目 立つ と い う 点か ら 強杉原系 の、 不純物 を よ く 洗 い 米粉 を 入れな い
と い う 点か ら 檀紙系統の、 それぞれ の性格を ミ ッ ク ス し て 引 き 継 い だ新 た な椿
紙の細分類 と 捉 え た ほ う がよ い と 思 う 。

秀吉の大高檀紙は、 徳川幕府の 判物 ・ 朱印状の料紙 と し て、 家康 ・ 秀忠 ・ 家
光 と 引 き継がれ綱 吉 に 至 る 。 時代が下がる に し た が っ て、 繊維束が少な く な り 、
だんだん腰 も 丈夫 に な り 、 紙 の 色 も 純 白 に な っ て い く 。 お そ ら く 、 だん だ ん よ
く 叩解す る よ う に な り 、 塵取 り も 徹底す る よ う に な っ た か ら で あ ろ う 。 た だ、
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こ の期 間 に 共通 し て言え る こ と は、 賛 目 に沿 っ た織が全面 に あ る こ と で あ る 。
し か し 、 こ れは よ く み る と 、 意識的 に付 けた簸ではな く 、 太 い 畿 の賓で漉 い た

も の で あ る か ら 、 賛 目 が顕著であ り 、 そ の た め賛 目 に 沿 っ て 自 然 に織が付 い た

も の と 考え ら れ る 。 こ れ に 対 し 綱吉以降 の大高檀紙は、 透過光 の顕微鏡で覗い
て も 、 不純物 も 米粉 も 全 く 認め ら れず、 紙 質 は純 白 で 引 合 の よ う に 上質な も の
と な る 。 ただ、 賓 目 に 沿 っ た織は 自 然 に 付 い た も の で は な く 、 乾燥 さ せ る 際 に
紙床か ら 剥 ぎなが ら 人為 的 に 付 け た も の に変化す る 。

例示 し た宝永 4 年 1 1 月 22 日 付徳川綱吉公帖 も こ の よ う な人為的 な 織 を 付 け た
大高檀紙 の 例 で あ る 。 縦の 寸法が464rnm、 横が655rnm、 厚 さ が4 1 0 .u m で、 大 き

さ ・ 厚 さ は秀吉の大高檀紙 に 引 け を 取 ら な い 。 非繊維物質が全 く 無 く 、 米粉 も
全 く 入れてお ら ず、 料紙の色は純 白 で あ る 。 ただ、 賓 目 が 1 8本 と 多 く な り 、 細

い畿の賛で漉き 上げてお り 、 賛 目 が微か に し か見 え な い。 しか し、 幕末の家治 ・
家斉 あ た り か ら 、 再び賓 目 の本数が 1 2 ・ 1 3本 と 少な く な り 、 萱賓 の 太 い 畿 の も

の で漉き 上げ ら れて、 賓 目 が 目 立つ も の と な る 。

( 6 ） 奉書紙

奉書紙 の文献資料 の 上 で の 所見は越前岡本村文書 の 天正9年 の も のが初見 と

さ れ、 奉書紙 を文書 に 使用 し て い る 早 い 例 は、 上杉家文書の 関 白 豊臣秀次印判

状があ る 。 い づれ に し て も 奉書紙は、 安土桃 山時代か ら 江戸時代の文書料紙で
あ り 、 太閤秀吉 ・ 徳川将軍の 朱印状 の料紙大高檀紙 に 対 し て、 そ の 下で発給 さ
れ る 秀次や徳川 幕府老 中 の文書の料紙 と し て使用 さ れた。

奉書紙は、 系 譜 的 に は室町時代の杉原紙 に 繋が り 、 こ の 杉原紙 の 不純物 を徹
底 し て洗 い 流 し て、 そ の う え大量の米粉 を填料 と し て加え た料紙で あ る 。 不純

物がない 点は杉原紙 と し て の 要件 を 欠 く が、 米粉 を大量 に添加す る 点は杉原紙
と 共通す る 。 漉 き 上げ る 賓 の 畿が杉原紙のそれよ り も 細 く 、 賓 目 が ほ と ん ど 目
立 た な い 。 そ の代 り に糸 目 が顕著で透か し の よ う に見え る。 米粉が多い こ と か
ら 、 料紙 の色は乳 白 色で あ る。

例示 し た元禄 1 6年 4 月 1 8 日 付琉球国三司官識名盛命起請文は、 琉球国 の 大 臣
で あ る 三司官が薩摩藩 に 提 出 し た起請文 の本文部分の料紙で あ る 。 縦の 寸法が
3 54mm、 横が490mm、 厚 さ が 1 60 .u m で、 大高檀紙よ り も 少 し 小 さ く 、 厚 さ も
及ばな い。 透過光 の顕微鏡で覗 く と 、 非繊維物質は全 く 認め ら れず、 米粉が多
量添加 さ れて い る 様子が観測 さ れ る 。 そ の ため、 紙面 の色は 白 色 を 呈 し て い る 。
賓 目 は、 1 寸 当 た り の 銭数24本 と 細 い た め 、 微か に見 え る 程度で あ る が、 こ れ
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に対 し糸 目 はやや顕著で 目 立 っ て い る 。

( 7 ） 美濃紙

本来、 美濃紙 と は美濃国で産す る 紙 の総称であ っ た と 考 え ら れ、 古代 よ り 図

書寮直轄 の 工房が存在 し た 美濃国は 日 本有数 の産紙固 と し て有名 で、 あ っ た。 生
産 さ れ る 紙 の種類 も 多種 に 亘 っ た と 思われ る が、 南北朝時代の 『師守記』 に 贈
答品 と し て美濃紙が用 い ら れて い る が、 それが ど の よ う な紙質で あ る か確認は

で き な い。 室町時代 の応仁の乱後、 以前か ら 贈答用 に 用 い ら れて い た杉原紙 と

並んで盛ん に贈答 さ れ る が、 そ の 中 に は草紙 （双紙） 料紙 の厚手の 美濃紙、 そ
し て杉原紙 の よ う な紙ではな い か思われ る 美濃薄 白 な ど が見 ら れ る よ う に な る 。
草紙用 の厚美濃は、 厚 く て 丈夫で黄ばん だ紙 と 考 え ら れ、 江戸時代 に文書用 紙

と し て 盛ん に使用 さ れ る 薄 い 美濃紙 と 紙質が ほ と ん ど 同 じ で は な いか考え ら れ

る 。 し か し、 室町戦国時代 の 薄 い 美濃紙は雑紙扱 い で、 正式な文書の料紙 と は
な り え て い な い よ う に思わ れ る 。

江戸 時代 に文書料紙 ・ 帳簿用紙 ・ 文書包紙 ・ 案文料紙な ど多角 的 に 用 い ら れ
た薄手の 美濃紙は、 丈夫で黄ばんだ堅 い 紙 で は あ る が、 繊維束 ・ 樹皮片な ど の
異物の混入が全 く な く 、 表面が滑 ら か で光沢 さ え あ る 料紙で あ る 。 こ れ は、 椿

の 白 皮 を フ ィ ブ リ ル化す る ほ ど徹底 し て 叩解 し 、 かつ 非繊維物質 を十分 に 残 し
て漉き 上げた紙で あ り 、 丈夫で黄ばんだ堅 い紙で あ る の は そ の た め で あ る 。 米

粉が全 く 入 ら な い の が特徴で も あ り 、 そ こ が杉原紙 と 異な る と こ ろ であ る 。 ま
た、 米粉入れな い 点では強杉原 と 共通す る と こ ろ も あ る が、 椿の 白 皮 を フ ィ ブ
リ ル化す る ほ ど徹底 し て叩解す る 点や繊維束 ・ 樹皮片な ど の 異物の 混入が全 く

な い点は、 強杉原 と 決定 的 に 異な る と こ ろ で あ る 。
例示 し た 4 月 2 1 日 付琉球国三司 官連署奉書 の包紙は、 元禄時代 の こ ろ の琉球

国 の 大 臣た ち が薩摩藩出 し た 書状 を包む封紙で あ る 。 書状本文は奉書紙 に書か
れてお り 、 江戸時代 の政治文書で本紙 ・ 封紙が異な る 料紙 を 用 い る 場合、 本紙
が奉書紙であ る と き に は美濃紙で包む場合が少な く な い。 こ れ も そ の 例 に則 っ

て い る 。 縦 の 寸法が2 73mm、 横が406mm、 厚 さ が90 IL m で他の料紙 と 比較 し て 小

さ く て薄い。 透過光の顕微鏡で覗 く と 、 繊維 と 繊維 と の 間 の 間隙が少 し 詰 ま っ
てお り 、 非繊維物質が非常 に 多 く 、 米粉は全 く 入 っ て い な い。 よ く 叩解 さ れた
繊維は繊維同士が絡ま っ て密度 を 高 く し、 さ ら に非繊維物質 が繊維 と 繊維 の 結

合 を 強 めて い る こ と が、 美濃紙 の 丈夫 さ の も と に な っ て い る と い わ れ る 。 そ し
て非繊維物質 の大量の残存が紙面 の黄色 い 色 を 決定 し て い る と い う 。 賓 目 は 1
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寸 当 た り 25本で、 かな り 細 い 畿 の 賓で漉 き 上げて い る こ と が分か る 。 よ く 叩解

し た繊維 を 漉 き 上げる ため、 こ の よ う な 細 い 畿 の 賛 を 用 い て い る も の と 考え ら
れ る が、 そ の た め 賛 目 は微か に し か判別で き な い。

4 .  今後の課題

以上、 私 た ち の文書等料紙 の非破壊 の光学的調査 に よ る 紙種判定 の 方法 に つ
い て述べて き た。 材質別紙種 の光学的判定法 に つ い て は、 椿紙 ・ 極紙 ・ 斐紙の
区別は こ こ に 述べた方法 に よ っ て ほぼ間違 い な く 区別がつ く と 考 え ら れ る 。 し

か し 、 さ ら に椿紙 ・ 極紙 ・ 斐紙 の う ち さ ら に細か い紙種の判定は、 ま だ こ れで
十分 と い う と こ ろ ま で は至 っ て い な い。 今回は、 椿紙 ・ 極紙 ・ 斐紙以外 の竹紙

や漉返紙 ・ 宿紙、 斐紙の う ち の厚様 ・ 薄様 ・ 鳥 の子 ・ 問似合 ・ 雁皮 の 区別 に つ
い て触れ る こ と がで き な か っ た。 こ れ に つ い て は こ の科学研究費補助 に基づ く

研究 の 最後の報告 に お い て、 改め て提示 し た い。

ま た、 椿紙 の う ち 製法の異な る 檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原紙 ・ 強杉原 ・ 大高檀紙 ・ 奉
書紙 ・ 美濃紙等 の 区別 に つ い て も 、 そ の定義や系譜論 に つ い て は い く つか議論
を し て い か な ければな ら な い点がい く つ か あ る 。 こ の 問題提起が こ れか ら の 議
論 の捨石 に で も なれば幸 い で あ る 。
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