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和紙の変遷とその歴史

湯山 賢一

は じ め に

日 本 に お け る 和紙文化 の変遷の歴 史 を 一口で云えば、 そ れ は和紙 と な る 原材料の

種々 の選択 と 抄紙技術の改良 と に よ る 生産力 の 向 上 、 効率化の発達、 変遷の経緯 を
示す も の で、 あ っ た と い え よ う 、 明治時代 の 西洋ノミルフ。製紙技術の輸入以前 に お け る

我国和紙文化 の歴史 は 、 各時代 に お け る 身分社会 の様 々 な料紙需要 の要求の 高 ま り
の 中 で 、 色 々 な 工夫 と 改良 が な さ れて発展 し た も の で あ る 。 日 本 の 和 紙 を 代表す る
装飾料紙 に み ら れ る 色彩 と 調和 の 素晴 ら し さ は 、 日 本人 の も つ豊 か な感性や美意識

に よ っ て 生み出さ れた も の で あ り 、 それは 島 国 日 本 の穏やかな 四 季の 自 然環境 の な

かで培われた も の で あ る 。 それは和紙が、 我 国の紙産業の 主流で な く な っ た 現在 も 、
種々 の建築空 間や生活調度 品 と し て 、 伝統的 な 文化遺産 の一角 を 形成 し て今 に伝 え
て く れて い る 。

さ て 、 こ う し た製紙技術の原型 が 、 後漢の 元 興元年 （ －0 五） に察倫に よ っ て発

明 さ れた も の で あ る こ と は よ く 知 ら れて い る 。 『後漢書』 「察倫伝J に は以 下 の記述

が み え て い る 。

自 古書契多編以竹筒 、 其用練吊者 、 謂 之 為紙、 繰貴市簡重、 並不便於人 、 倫乃造
意 、 用 樹膚 ・ 麻頭及幣布 ・ 奨網以為紙、 元興元年奏上之 、 帝善其能 、 自 是莫不従

用駕、 故天 下威称察候紙、

こ こ に は 、 察倫が樹膚や麻頭等の植物繊維 と 幣布 ・ 魚網等の 処理繊維か ら 紙 を 作 る

こ と に成功 し た と あ る 。 現在 の我々 が み る 和紙の基 と な っ た溜漉の技法が察倫に よ
っ て 飛躍的 に 開発 さ れた も の で あ る こ と は 明 白 だが 、 こ こ で注 目 すべ き は、 竹簡 が

主流で、 あ っ た 時代 に 練吊、 即 ち絹か ら 紙 を 作 っ て い た と い う 事実で あ る 。 こ れ は
高価す ぎ、 て 割 に 合 わ な か っ た た め 、 竹簡 が 主流 と な っ て い た が 、 紙 を 作 る 技術的 と
し て はそれ以前 か ら 明 ら か に あ っ た と 考 え ら れ る の で あ る 。 こ れ を 裏付 け る よ う に

近年、 中 国 に 於い て 前漢に遡 る 紙の 遺 品 が 発 掘 さ れて い る が 、 そ れ は察倫以前の時

代 に も 、 紙 と 呼ばれ る も の が 作 ら れて い た事実 を 示 し て い る 。
一 九 八 六 年 に 甘粛省天水放馬灘か ら 出土 し た地図紙断片 は 、 前漢の 紀元前一七八

～一 四 O 頃 の も の と み ら れ、 紙 に描かれた地図 と し ては、 現状 で は最 も 古い も の で

あ る 。 特 に一九 七 四 年 か ら の発掘で、 紙遺 品 の発 見 が相 次 ぐ 、 甘粛省敦1皇牒泉置遺

跡か ら は 、 多 く の出土例 が み え 、 こ の う ち 、 一 九 九 二年 に報告 さ れた帯字紙は 、 当
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初前漢時代 と い われて い た が、後 に西晋に 降 る も の と の判 断が な さ れて い る 。 ま た、

一 九 九 0年同地出土の紙片 に は隷書の薬名 が み え る な ど、文字が 記 さ れた紙の遺品

の発 見 が続い て い る 。 こ の鯨泉置遺跡 は か な り の 時代的 な 幅が あ り 、 分析 さ れた紙
遺 品 も前漢か ら 西晋時代迄 の凡そ 五百年程の 聞 の も の で、 必ず し も 、 その 総 て が 察

倫以前 の も の で は な い が、発 見 さ れた 前漢時代の も の の殆 ど は麻繊維で あ る こ と が

明 ら か と な っ て い る 。 （『 中 国古代工程技術史』 ・ 『 中 国 の紙 と 印刷 の 文化 史』）

平成十九年、 我 々 は 中 国 国家文物 局 と 新彊 ウ ィ グル自治 区文物局 ・ 甘粛省文物局
関係者の御理解 を 得 て 、 新彊 ウ ィ グル自治 区吐魯番地区博物館、 甘粛省考古学研究
所、 甘粛省博物館の 三箇所 を巡 り 、 察倫時代 の 以前の紙 に つ い て、 些かの知見 を 得

る こ と が出来た の で、 こ の 点 につ い てふれ、 簡 単で は あ る が、 紙の源流 に つ い て の
ひ と つ の ま と め に か え た い。

ま ず、 注 目 すべ き こ と は、前漢代 に お け る 紙 に先行 し て 用 い ら れた竹、 木簡製 品

の 洗練 さ れた技術的完成度 の 素 晴 ら しさで あ る 。 甘粛省博物館所蔵の 『礼記』 は、
縦五 四 、 巾一． 二セ ンチ、 厚 さ 三ミリの木簡 を 天地に余 白 を 取 っ て 、 全体 をー七セ

ンチ毎 に 三分 し て 、各 四 カ 所 に巾二ミリ弱 の 空 間 を と っ て 絹糸 状の紐で繋いで珊 と
し た も の で、 形状 は ま さ に 明 朝 装 の体裁の原点 と な る も の で あ る 。 麻紐で束 ね る 一

般 の 文書木簡 と 異な り 、 完成度 の 高 い典籍 ・ 本 と し て の到着点 を示す遺 品 で あ る 。

で は、 竹、 木簡 が 、 重 く 取扱上 の 不便 さ を別 と すれ ば こ う し た 文字 を 記す も の と し
て の役割 を十分に果た し得て い た 時代 に、一体紙は ど の 様 な 役割 を果た し て い た の
で ろ う か。

甘粛省考古研究所で披見 し た牒泉置出土の前漢時代 の 紙遺 品 は、いずれ も 麻 と み
ら れ、 萱賀状 の 太 目 の賛 目 が み え て い る 。 そ の 一部 に 叩解 の 良 い も の も あ る が、 そ

の 大部分は表面上が平滑でな く 文字 を 書 く た め に 作 ら れた と い う よ り は、寧 ろ 文字

を 書 く の に は適 さ な い体裁で、 恐 ら く は紙料 を 賛 の 上 に 注 い で、 手で撹枠 し て そ の

ま ま 上 げた状態 で あ る 湊紙法 に よ っ て 作 ら れ た と 推測 さ れ る 。 一方で こ う し た紙 の

一部 に は、 折跡 が み え る も の が 含 ま れて い る 。 正倉院宝物 の箱 の 内 張 り 用 途 に み ら

れ る 様 な こ の 折 目 跡等か ら 考 え る と 、 前漢の紙の 多 く が 文 字 を 書 く よ り も 、 む し ろ
も の を 包 み整 え る 為 の用 途 に利用 さ れて い た理解 さ れ る の で あ る 。 即 ち 文字 を 書 く

素材 と し て察倫以前の紙 と 、 木、 竹簡 を 比較 し た場合、 技術上、 或 い は体裁上の完
成度か ら みて も 、 明 ら かに竹、 木簡典籍の方が、 主 で、 あ っ た こ と は 明 白 で あ る 。

し か し 、 そ の使用 上 に み る 不便 さ に よ っ て こ れが 、 序々 に紙に替わ る と し づ 過程
を経て い く 訳 だが 、 そ れは技術上の発展過程か ら みれ ば、 麻繊維 を 凡そ 数ミリ程度
に裁断 し て 臼で よ く 春き 、叩解 を よ く し て 紙の表面の平滑 さ を保つ こ と の で き る 工

程の確保への進展へ と 結びつ い て し 1 く 。 と こ ろ で、 文字 の 書かれた紙遺品 の古い も

の が地図類で あ る こ と は、 木、 竹簡 か ら 紙への文字を 書 く 素材への変化 を 象徴 的 に



示 し て い る と い っ て よ い。 当 時の 交易 、 交通上の往来 の た め に地図 は不可欠 で あ っ

た。 地図 は一定の範囲 を描 く 必要か ら 、 あ る 程度 の 面積 を持 っ た板状の も の乃至 は

練吊が 用 い ら れて い た と 思われ る 。 し か し 、 板 は運搬、 利用 上 に も 不便 で あ り 、 絹

で は高価過 ぎ て使 え な い。 そ こ で、 地図 を 書 く も の と し て の紙の 工夫が始 ま っ た と
考 え ら れ る の で あ る 。 こ う し た木、 竹簡 と 紙の併用 時代が前漢時代で あ る が、 遺品

上か ら みれ ば、 明 ら かに木、 竹簡 が 文字 を 書 く 素材 と し て は 主 で あ り 、 紙は従 で あ
っ た。 こ の 関係が逆転 し て 、 紙が 主 と な る の は、 やは り 前漢の 抄紙技術 を集大成 し
た察倫が現れて か ら の こ と で あ り 、察倫に よ っ て効率的 な 文字 を 書 く た め の紙 を 作

る 抄紙技術の確立が な さ れた の で あ る 。

和紙文化 の原形

こ の様 に 察倫に よ っ て 作 ら れた溜漉技法が広 く 周 辺地域へ と 普及す る 過程で、 や

が て こ れ が 大 陸、 或 い は朝鮮半 島 を経由 し て我 国 へ も 伝来す る に 至 っ た。 『 日 本書
紀』 の推古天 皇 の 十八 年 （六－0） 三月条に は 「高麗王貢上僧曇徴 ・ 法定、 曇徴知
五経、 且能作彩色及紙墨」 と あ っ て 、 七世紀 の 始 め に 高句麗王 の 遺 し た僧曇徴が絵

具 と 紙及 び墨 を伝 え た と の記述が文献上の初見 と し て 知 ら れて い る 。 し か し、 一般

的 に は、 こ れ以前に渡来、 帰化人た ち に よ っ て 製紙技術が も た ら さ れた と 考 え ら れ
て い る 。 『書紀』 の記述は、 こ う し た伝来の過程の 中 で、曇徴の伝 え た製法技術が、

絵具等の彩色技法や紙、 墨 に つ い て の 、 最新に し て 良質な製法が伝わ っ た こ と を示
す も の で あ ろ う 。

こ う し た 大 陸 に始ま っ た製紙技法の伝来 は、あ る 一程度の 時間 的 な範囲 の 中 で行

われた と み ら れ る が、 こ の様な紙の製作技術が我国に お い て 大 き な発展 を遂げ る の
は、 我 国 が 七世紀 に惰、 唐の制 度 に倣 っ て 、 律令制 を 基本 と す る 中 央集権国家 と し
て の成立 し た 時期 と 軌をー に す る も の で、 あ っ た。 律令 国家は、 そ の制度の運営維持

に あ た っ て は、莫大 な量の公文書や事務連絡上 に 必 要 な 文書 の 作成が大前提 と な っ

た の で あ る 。 律令制 度 と は、 戸籍や計帳や班回収授な ど の 田 地法 に よ っ て 人民 と 土
地及 び生産物流の実体 を 中 央政府 が把握 し 、公地公民制 を基礎 に 国郡毎 に そ の運営

が公文書に よ っ て行われ た政治体制 で あ る 。 こ の様な 各官庁相 互 間 の や り と り を含
む政務、 行政全般 を 文書 を 通 じ て 行 う 制 度 を 担保す る た め に は、 公文書 を 書 く た め
の 大量な紙の生産 が確保 さ れな ければな ら ず、 し か も 、 それが、 全国的 な規模で略
一定の レベル を も っ た技術 と 生産力 と し て 、維持 さ れて い な け れ ばな ら な かっ た筈

で あ る 。
こ う し た 官庁相互間 を 始 め と し て 個 人 に 至 る 行政一般 が 文書 に よ っ て 行 わ れ る
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方式 を 、 歴史上 に 「文書主義J と い う 。 律令制 に始 ま る 文書 を 中 心 に行われ る 「 文
書主義」 は 、 そ の後の庄園 制 を 基本 と す る 中 世的 な土地所有 の展開 にみ ら れ る 様 な

律令制 の変貌に伴い、 裁判制度に代表的 な 当 事者主義が 中 世 を 通 じ て 基本 と な る な
かで、 益 々 文書 の 素材 と し て の紙生産の需要 は広 が っ て い く こ と に な る 。 こ う し て 、

公、 私文書の絶対的 な供給源 と して。 我 国 の 抄紙技術はそ の 立場 を確保 し な が ら 発

展 し 、 都郡に お い て 、 様 々 な地位、 身分社会 か ら の 要求に答 え る 紙 を 生産 し て き た
の で あ る 。

以 上 、 我国へ の抄紙技術の伝来 と 、 そ の受容発展の歴史的背景に つ い て 簡 単 に ふ
れ て み た。 次 に 、 こ れ ら を 最 も 遡 る 飛鳥 時代 の 遺 品 上 か ら 考 え て み る こ と に す る 。

我 国 に現存す る 紙 に 記 さ れ た 文献資料の最古 の 遺 品 は 聖徳太子 （五七 四 ～ 六 二
二） の 『法華義疏』 で あ る 。 『書紀』 に は推古天 皇 十 四 年 （ 六 O 六） に 、 聖徳太子

が岡本 宮 で 『法華経』 を 講 じ た記述 が み え 、 体裁や文 中 の訂正 、 追記等か ら みて 、
本書が 『法華経』 の講義 ノ ー ト性格 を も つ も の と し て 、 推古十 四 年の 講義前 に 著述
さ れた 可能性は 高 い。 こ の 料紙は麻 と み ら れ 、 害iJ と 均一 な 漉 上 り で あ り 、 当 時の 天

皇家一族で身近 なもの と し て 用 い ら れ た 料紙 の 実態 を 伝 え る 唯一 の 遺 品 と し て 注
目 さ れ る 。 こ れ に続い て 、 書写年次 を 明 ら か にす る 最古の も の が 、 我 国最古の密教
経典で も あ る 。 『金剛場陀羅尼経』 で あ る 。 奥書 に 「歳次丙成年五月」 と あ り 、 そ

の 書風 か ら 「丙成年J は天武天皇十五年 の 朱烏元年 （ 六 八 六） と 考 え ら れて い る 。

『金剛場陀羅尼経』 は惰の 開 皇七年 （五八 七） に闇那堀多 に よ っ て漢訳 さ れた も の
で、 そ れ が 百年 も 経たない う ち に 単体の教典 と し て 、 河 内 国 の 知識 に よ る 私願経 と

し て 書 写 さ れて い た こ と は 、 当 時の我国仏教世界 にお け る 写経活動の盛行 を推測す
る に十 分 な も の が あ る 。 当 然の こ と と し て 、 そ の 前提 に は 民 間 の 写経事業に対す る

紙の供給の組織的 な 用 意 が な さ れて い な ければな ら な い筈 で あ る 。 『金岡lj場陀羅尼

経』 の 料紙が 、 凡そ 五ミリ以 下 に短 く 裁断 さ れた椿の料紙 を 略均一 に漉上げて 染 め
た 上 に 打紙加 工 を し た も の を用 い る こ と は 、 七世紀 に お い て 、 既に経典料紙 と し て
の 良 質 な 紙 の 抄紙加 工 に よ る 製 品供給 が 可 能 で あ っ た 事 実 を 示 し て い る と い っ て

よ い。 飛 鳥時代の写経遺 品 と し て は 、 こ の外慶雲三年 （ 七 O 六） 十二月の 書写年紀

を も っ 『浄名 玄論』 が あ る 。 『浄名 玄論』 は陪代 の 嘉祥大師吉蔵 （五 四 九 ～ 六二 三）
の 著 し た 『維摩経』 の 注釈書で あ る 。 料紙 は 白 麻紙 を 用 い た 六朝風の書体で書かれ
て い る 。 こ の 白 麻紙 に つ い て は舶載か否かで意見が 分かれ る が 、 奈 良 朝 写経の麻紙

料紙 と の 関係 か ら みれば、 む し ろ 国産 と み る こ と に 不都合 は な い。 こ れ ら の飛鳥時
代 の 限 ら れた 遺 品 を 通 し て い え る こ と は 、 『金剛場陀羅尼 経』 の様な私願経 にみ え

る 料紙 の 技術水 準 の 高 さ は 、 『書紀』 の推古天皇十八 年条の曇徴 に よ る 良 質 な製紙
技法の伝来 の記述 を 裏付 け る も の で あ り 、 七世紀の初期 に我国 の抄紙技術が 大 き な
発 展 を 遂 げた こ と を示 し て い る 。 少 な く と も 八世紀 に展開 さ れ る 奈 良朝の官営工房



に お け る 大規模 な 写経事業の 前段階 と し て は 、 畿 内 に お い て こ の 様 な 写経料紙 を含
む紙生産の基盤がつ く ら れ て い た こ と は間違い な い と い え よ う 。 我 国 の 正 史 に み え

る 天智天皇七年 （六六八） 完成 の 近江令 に よ っ て 、 同 九年 に 全 国 的 な戸籍で あ る 庚
午年籍が作 ら れた の を始 め と し て 、 天武朝 に成立 し 、 持統天皇三年 （ 六 八 九 ） に 施

行 さ れた飛鳥浄御原律令 な ど の律令制 度 の 展 開 に は 、 文書作成の た め の 中 央 の み な
ら ず地方 を 含 め た 全 国 的規模 に お け る 製紙工房 の 展 開 が 不 可欠 で あ っ た と 考 え ら
れ る か ら で あ る 。

さ て 、 こ う した律令制 下 に於け る 製紙工房 の 実態 は 、 養老令の官龍注釈書で あ る 。
『令義解』 な ど に よ っ て 知 る こ と が で き る 。 そ れ に よ れば、 中 央 に お い て は 中 務省

の 図 書寮 に 、 製紙技師長 と も い う べ き 造紙長上 （ 定員二名 ） が お かれ、 製紙技術の

主任 と も い う べ き 造紙手が紙戸 を 指導 し て 製紙事業に あ た っ て い た。 こ れ が紙屋院
と 称す る 都 に お け る 官営 工房 で あ り 、 こ こ で製作 さ れ た 紙 が紙屋紙 と 呼ばれ、 奈

良 ・ 平安時代 を 通 し た 中 央政府太政官 の公文書の料紙 と な っ た も ので あ る 。

諸 国 の 場合 はやや時代 は 降 る が 、 『類緊三代格』 に 収 め る 弘仁十年 （ 八 一 九 ） の

太政官符 に 、 諸 国 の造国料紙丁の 定員 の記載が み え 、 大 国 六十人 以 下 、 上国五十人、
中 国 四 十人 、 下 国 三十人 の 造紙手が 定 め ら れて い た。 当 然 の こ と と し て 、 奈 良 時代
に お い て も 、 略同様の形で諸国に於いて も こ う し た公的な紙生産が行われて い た と
考 え ら れ る 。 遺 品 、 記録の 上 か ら は 、 こ れ ら が延長五年 （ 九 二七 ） 奏進 の律令の施
行細員lj で あ る 『延喜式』 の記述 に 見 え る 基準 に よ る も の で、 あ っ た と 考 え る こ と が 可
能 で あ る 。

こ う し た抄紙技術の全国的な展 開 は 、 都 に お け る 鎮護 国家 の 要 と して の 大規模写
経事業を 可能 にす る 麻紙生産技術 と し て集約 さ れ、 こ れが和紙の 生産技術の飛躍的
発展へ と 結びつ き 、 以後 の 和紙文化 の 基本型 が こ こ に 作 ら れ る に 至 っ た の で あ る 。

和紙の変遷

図 は本研究 に よ っ て得 ら れた和紙の変遷 の歴史 を 図 式化 し た も の で あ る 。 図 は縦
に材質 と こ れ を 基 に 作 ら れた紙の歴史的名 称 を分類 し 、 横 に そ の 時代的変遷 を 系統
的 に理解す る こ と が で き る 様 に と 考 え た も の で 、 太線等に よ っ て そ の盛期 を 明 示す

る こ と に努 め た。 但 し こ れ は飽 く 迄 も 我 国 の古代 、 中 世 の料紙 の 基本的 な も の の記
載 を 中 心 に 全 体 を 概観す る こ と を 目 的 と し て 作成した も の で あ る こ と を お 断 り し
て お く 。 ま た 江戸時代 は各藩ご と に紙生産が行われて 、 多種多様 な広が り が あ り 、

本来江戸時代以 降 は別図 と すべ き 性格の も の で あ る が 、 便宜的 に椿を美濃紙 と い う
代表例 で、括 っ たもの で あ る 。 以 下 、 本図 を 参考 に 和紙、 特 に古文書料紙の変遷 を 中
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材質 名称

麻 黄・自麻紙

真弓 檀紙

苦参 苦参紙

殺紙

檀紙

強杉紙

高檀紙

格i二�
懐紙

奉書

杉原

美濃紙

厚織

雁皮r
鳥ノ子

干合
（杉原）

雑紙

再生紙ト�
色紙

宿紙

（染紙）

料紙の変遷表

肩 代
平1支 鎌倉 I 南北朝 ｜ 室町
9～12C 12～14C I 14C I 14～16C 

ゆ0 最盛期 ．． 盛 期 ．．．． 
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正扇面
16C 

江戸 丁 近現代
16～19C I 19～20C 

通常期 ーー一ーー



心 に み て い く こ と にす る 。

前述 し た 如 く 七 ・ 八 世紀 に確立 し た我 国 の 抄紙技術 に よ っ て 作 ら れた紙の種類 は 、

正倉院文書 に約二百余 の名称が あ っ た こ と が み え て い る 。 和紙の変遷の歴 史 を 遺 品
の上か ら 考 え て み る と 、 そ れは正倉院文書 に み え る よ う な 古代か ら 様 々 な原料 を 用
い て試み ら れ た種々 の紙が 、 時代 に よ る 生産効率化の過程の 中 で 、 椿、 雁皮 、 三極
及 び 当 初 か ら の方式で あ る 再生 （漉返） 白紙の 四 種類 に 収数 さ れて し 1 く 歴史 で、 あ っ た

こ と は略間違 い な い と こ ろ で あ る 。 宝亀五年 （七七 四 ） 諸 国未進紙井筆紙麻事を 上
申 し た 図 書寮解 （正倉院文書続々 修 四 十映三） は 、 八 世紀後 半 に お け る 諸 国 の紙生

産の 一端を示 し て 注 目 さ れ る 史料 で あ る 。 そ こ に は七道別 に 、 伊賀 国紙二千張 ・ 穀

皮参拾斤、 参 河国穀皮壱斤、 甲 斐 国紙麻弐斤、 上総国紙壱千八 百張、 近江国紙麻六

拾斤、 美濃国紙弐千 四 百 八 十 張 、 信濃 国紙壱千参 百 八 拾張、 上野国紙参 百壱拾張、
下野国紙四千ー 百 四 十張、 越前国紙四 百廿枚 ・ 紙麻六十斤 （ 斐皮十斤、 穀皮五十斤） 、
越 中 国紙 四 百枚、 越後 国紙一千枚、 佐渡国 八 百枚、 但馬国紙麻三十斤、 丹後 国紙一
百枚 ・ 紙麻 四 十斤 （ 斐皮十斤、 穀皮三十斤） 、 播磨国 斐麻五斤、 備前国斐麻十斤、

長 門 国紙 四 百枚、 紀伊国紙一千張、 阿波 国紙麻 四 十斤 （以 下西海道部分欠） と 、 二
十 ヶ 国 に及ぶ製品化 さ れた紙及び麻 ・ 椿 ・ 斐紙の原材料 で あ る 紙麻 ・ 穀皮 ・ 斐皮 の
品 目 が み え て い る 。 こ の文書は諸 国 か ら 中 央へ送 ら れ る べ き 紙の未進分 の み を 書 き

上 げた も の で あ る が 、 特 に紙麻や斐皮等が原材料の ま ま に貢進 さ れ て い る 点 は 、 麻

紙や雁皮紙の 抄紙技術の 中 心 が 、 既に 当 時 に は 図 書寮 の紙屋院 に あ っ た こ と を 窺わ
せて い る 。 こ れ ら 諸 国 か ら 貢進 さ れ た原材料は あ る 程度紙料 と な る た め の 前処理を

施 し た 上 で送 ら れた も の と 考 え ら れ、 現存 の 正倉院宝物 中 に み え る 木綿が こ れ に相
当 す る と み ら れ る 。 正倉院の木綿は椿 ・ カ ジ ノ キ ・ 雁皮 な ど の 靭皮繊維 を 延 ば し 折

り 畳ん だ束 と し て伝来 し た も の で あ る 。 こ れ ら は樹皮 の繊維 を 蒸 し た 後 に 水 に 晒 し

て 、 細 か く 裂 い て 面状 に広 げた も の と い われて い て 、 『豊後 国風土記』 に は 、 「柚富

の郷」 を 椿が 多 く 木綿を産 し た と あ り 、 『風土記』 逸文 に は 「 麻 を長木綿 と い い苧
麻 を短木綿J と み え て い る 。 木綿は幣吊や玉串に 用 い ら れ、 現存す る 遺例 も 木牌の

紐や鏡 の 帯 な ど の よ う に紐乃至包裂 と し て使われて い る 。 七 、 八 世紀 に は穀紙で さ

え も 五ミリ程度 に切哉 さ れて い る 事実 は 、 工程上 に木綿の状態時 で な い と 細 断す る
こ と が難 し い と 思われ、 以上 の こ と か ら み て木綿を 図 書寮解 に み る よ う な貢納原料
と 考 え て よ い の で は な か ろ う か、 と の結論 に 至 っ た。

いずれ に し て も 、 こ れ ら 正倉院文書や遺品 に よ っ て 当 時、 東山道以下の諸 国 に お
い て 椿 系 の 紙生産が盛大に行われて い た こ と は 明 ら かで あ る 。 こ こ で は ま ず奈 良 時
代の紙につ い て み て み よ う 。

『延喜式』 の 図 書寮の紙 に は 、 布 （ボ ロ 布） 、 麻 （苧紙、 麻紙） 、 穀 （カジ ノ 木 、
椿紙） 、 斐 （雁皮紙） 、 苦参 （苦参紙） の 五種類がみ え る が 、 こ の う ち の布は麻布で

nu

 



あ り 、 材質上か ら は 、 麻、 真弓、 苦参 、 橋、 雁皮 、 三極の 六種類 と 再生紙 に 大別 さ
れ る 。 以 下 そ の 特徴 に つ い て ふれて み る 。

〔麻紙〕 麻紙 は察倫の製紙原料 と し て み え る も の で 、 古 く 西域か ら 日 本迄 の シル ク
ロ ード周 辺地域 に 共通す る 。 苧麻や大麻の生材料か ら 衣料 のボ ロ 裂の再処理繊維 を
原材料 と し て 漉かれた奈良朝 の官営工房 を 代表す る 上級かっ 主流の紙で、 あ る 。 天平
八 年 （ 七三六） か ら 天平勝宝八歳 （ 七五六） に 及 ん だ光明 皇后御願経 （五月 一 日 経）

の 遺 品 に み え る よ う に 、 繊維 を 二ミリ程度 に極 く 短 く 裁断 さ れた 上 に 叩解の度合 を
示す フ ィ ブリル化が 著 し く 、 よ く こ なれ て均一に漉上が っ た も の を 、 惨 防 止の 上 か

ら 凡そ 厚 さ o . 一ミリ程度 に 丁寧に打紙加 工 し て 平滑 し た も の で あ る 。 麻 は こ の様

に 「裁 」 「春J に 時 間 を 費やす の み な ら ず 、 漉 上 が っ た 紙 に サ イ ジ ン グ効果の た め

の 打紙加 工 が 不可 欠 で、 あ っ た が た め に 、 椿の流 し漉の発展 に反比例 し て 、 平安前期

に は行 われ な く な る も の で 、 専 ら 奈 良 朝 の 写経料紙 に用 い ら れた。 遺 品 の 上 か ら は
黄麻紙が圧倒 的 に 多 く 、 そ の最上級紙は 白 麻紙で あ る 。

〔真弓紙〕 こ れは正倉院文書 に み え る 古代の檀 （ ま ゆみ） 紙で、 真弓の樹皮 を 用 い

て 作 ら れた も の で あ る 。 真弓は奈 良 時代 に 白 檀が採れ な い我国で、 白 檀 に代 る 香木
と し て 檀像 に利用 さ れて い た。 奈 良 時代 を代表す る 大字経の『賢愚経』 （ 「大聖武」 ）
の料紙に は 、 殊に香木粒子状 に み え る 真弓の靭皮繊維が 意 図 的 に 漉込 ま れて い る 。

通 常 の 真弓紙 を用い た 『称讃浄土仏摂受経』 （東京国 立博物館） 等 と 比較 し て も 明
ら か に 多 い。 檀 と い え ど も 抄紙の過程では煮熟 に よ っ て 靭皮 の香 り は残 ら ず、 香紙

と す る に は紙漉の段階で の香木粒子 （靭皮 ） の 追加 が 必要 と な る 。 「大聖武」 に は
字体 を 殊更 に 大 き く な ぞ り 書 し て 香木粉 を 加 え る と い う 荘厳が意識 的 に な さ れて

い る 。 檀紙 は 白 檀 の代用 の檀像 と 共通す る 八 世紀 中 期 に集 中 的 に み え る 時代的特徴
が 指摘でき 、 必ず し も 現在の段階で そ の 遺 品 の確認例 は 多 く は な い が 、 そ の 大部分

は写経料紙で あ り 、 奈 良朝 の 大規模写経事業の 展 開 と 密接 な 関係 が認 め ら れ る 。 但、
「繭の よ う な紙」 を 「 ま ゆみ」 と い っ て檀、 真弓の 字 を 当 て た と し て 、 奈 良朝の檀

の原料を椿 と す る 説 は 間 違い で は あ る が一理 あ る 。 そ れ は 『万葉集』 に み る 「 白 拷」
の よ う に 、 古代 に お い て は殊更に 白 色 を 色 目 と し て 尊ん だ こ と に よ る も の で 、 そ れ

が 同 じ 白 色 を 際立たせた 平安の檀紙 （陸奥紙） の 名 称へ の 引 き 継がれた こ と に よ る
混乱か ら 生 じ た謬説で あ る か ら で あ る 。

〔苦参紙〕 苦参紙は豆科 の 多年草の ク ラ ラ の靭皮繊維 を 材料 と す る も の で 、 防 虫効

果が あ る と さ れ、 『延喜式』 に も そ の製紙工程が み え る が 、 麻紙 と 同 様 に 繊維処理

の 工程上 に 手 聞 が かか る た め に奈 良 朝 以 降 は用 い ら れ て い な い。 し か し な が ら 現在 、
遺 品 上 に 苦参紙 を 特定す る こ と は で き て い な い。

〔穀紙〕 穀紙は カ ジ ノ 木 、 コ ウゾを含む古代 の 椿紙の総称 で あ る 。 椿は麻紙 に 次 い

で靭皮 細 胞 が 長 く 繊維が 自 然 な 形 でー ～二セ ン チで 、 紙 にす る に は最適 な 素材 で 、
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生産効率が よ い。 し か も 全国的 に 山 野に自生 し 、 栽培 も し やす く 、 原材料 と し て の
供給が 多 く 安定 し て で き る た め、 平安時代以 降、 現代 に 至 る ま で我国の和紙生産の
九Oノミ一セ ン ト を 占 め て い る 。 し か し 、 溜漉全盛時代 の 七 ・ 八 世紀 に は、 よ り 良質

で、最大の生産量 を 誇 っ た の は麻紙で あ り 、穀紙 は質的 に は麻紙に 次 ぐ地位 を 占 め た
と 考 え ら れ る 。 こ れが逆転 し 、 椿紙が名 実 と も に 第ー と な る の は流 し 漉 が 主流 と な

る 九世紀以 降 の こ と で あ る と 考 え ら れ る 。

〔雁皮〕 雁皮 は繊維長 が 五ミリ前後 で短 く 、 半透明 で 滑 ら か な 紙肌が 特徴 で あ る 。
楢に比較 し て 成長 が遅 い 上 に栽培が難 し く 、 中 部 か ら 西 日 本の温暖な地域 に分布が
限定 さ れ、上質 で は あ る が椿 に 比 べ て 生産量が極 め て 少 な い と い う 制約が あ る 。 『延

喜式』 主計上の 中 男 作物 に は 日 向 国以 下 に 斐紙の貢上 が み え、 正倉院文書 中 に も 遺

品 が あ る 。 平安時代に は厚手 の雁皮 を厚様、 薄手の上質 の も の を 薄様 と し て 、 一部
は装飾料紙 と 同様 に扱われた。 両面書に適す る た め 専 ら 典籍、 経典 を 主体 に 用 い ら
れたが、 絶対量が 少 な い た め、 多 く は椿紙打紙で こ れ を 代用 し て い る 。

〔三極紙〕 三極紙は 旧 説 で は一般に、 慶長三年 （一五九 八 ） 三月四 日 付 の徳川 家康
黒印状 を根拠に、 近世初頭 に伊豆の修繕寺紙 と し て 和紙生産が始ま り 、 やが て、 独
特の赤味 を 除去す る こ と が 可能 と な っ て 、江戸 時代 に盛ん に な っ た と い われて い る 。
し か し 、 紙 と し て は七 ・ 八世紀に は漉かれて い る と 考 え ら れ る 。 嘉祥三年 （一一O

八） 書写の 「円仁入唐招来書 目 録J は 三極紙 に書かれて い る 。 東大寺文書 中 の 明徳

二年 （一三九一） 遠江国蒲御厨公文百姓等目安 な ど の庄官上 申 文書 に も 三極の使用
例 が み え て お り 、 東海、 伊豆地方 にお け る 中世か ら 近世へ と 続 く 三極生産が遺 品 の
上 に も 確認 さ れ る 状況 の 中 で、今後 は更に広い時代の範囲 で の 用 例 の把握が進む と
考 え ら れ る 。

〔再生紙〕 漉返紙は生漉 と 並 び和紙生産 の 両輪 を 担 っ た。 こ れが奈良朝以来の我国

の紙生産の 大 き な特徴で あ る 。 特 に 都 に お け る 紙屋院は都市工房 の 宿命 と し て、 生
漉 と と も に大量の漉返紙 を 生産す る 機能 を 合 わせ持つ製紙場で、 あ り 、都市に お け る
再生紙利用 のリサ イ ク ルの典型 を 近世の江戸の 浅草紙に み る こ と が で き る 。

奈 良 時代 の 抄紙工程 は『延喜式』 に よ っ て 知 ら れ る が 、 そ の復 元研究を試み ら れ
た の が、 増 田 勝彦 ・ 大川 昭典両氏 で あ る （ 「製紙に 関す る 古代技術の研究J 、 『保存

科学』 第二O号外） 。

これ を更に、 江戸時代以降の椿の抄紙工程 （ イ ） と 『延喜式』 に お け る 穀紙 の 工程
（ ロ ） を 図 式化す る と 以 下 の 通 り に な る 。

椿の製紙工程表比較
（ イ ） ①刈取 り ②皮 剥 ぎ③表皮削 り ④煮熟⑤漂 白 （ あ く 出 し ） ⑥塵取⑦叩解 （打
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解） ③紙料調合 （紙出 し ） ⑨紙漉⑮紙床 と 脱水 （圧搾） ⑪乾燥
（ ロ ） 『延喜式』 1 煮 （④⑤相 当 ） 2 択 （⑥） 3 載 （無） 4 春 （⑦） 5 成紙 （③⑨

⑮⑪） 

こ の様 に 、 古代 に お い て は麻紙はお ろ か椿紙で さ え も 「載」 と い う カ ッ テ ィ ン グ

と 叩解の た め の 「春」 の 工程が不可欠 で 格段 に 手 間 の かか る も の で あ っ た の で あ
る 。 こ の 手 間 と 時 間 の 多 さ が奈良時代の製紙工程 の最大 の 特徴で あ っ た。 こ の 技術
は律令政府 の 官 営 工房 な ら で は の も の と い え な い こ と も な い が 、 モ ノ を 作 る こ と に
労 を 惜 し ま な い 、 あ る 意味でモ ノ を 作 る こ と が 生活 そ の も の で、 あ っ た 古代社会 に お

け る 抄紙、 装演技術文化 の 素晴 ら し さ を伝 え る も の で あ る 。 以上の よ う に麻紙や穀

紙の外、 凡そ 三十種 を越 え る 様 々 な装飾料紙 な ど の 遺 品 は 、 奈 良 時代の溜漉 き 抄紙
技術が 高 度 に完成 さ れた も の で あ る こ と を 示 し て い る 。

し か し 、 こ れ ら は生産性の 面 か ら は極 め て 効率性 の よ く な い も の で あ っ た た め 、

やが て 黄萄葵や糊空木 な ど の粘剤 を 工夫 し た流漉 き の発展の過程で、 そ の 重役の座

を 明 け 渡す こ と に な る 。 j留漉 き の場合 は 、 如何に し て も 紙料の撹枠 に 斑が で き る こ
と が避 け ら れな い。 我 々 の 復元 で は溜漉 と い え ど も 何 ら かの粘剤 が含 ま れて い る と
の 結論 を 得た が 、 何れ に し て も 漉斑が で き 易 い。 こ れ を 避 け る た め に粘剤 を 多 く す

れば、 水落が悪 く な り 効率 は低下す る 訳 で あ り 、 当 時の 溜 漉 き は流漉 よ り 抄紙上 に
技術面の 占 め る 比重は重 か っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 他方、 紙料作成迄 に 、
よ り 細 か な 原材料の載断 と 更 な る 叩解が必要 と な る 。 ま た 、 揺 り 動 き や捨て水 を し

な い た め に表面 の繊維が揃わ な い と い う 特徴か ら 、 椿紙の 場合で も 料紙 と す る た め
に は麻紙程 で は な い が 、 打紙加 工が必要 と な る 場合が あ る 。 当 然の こ と と し て粘剤

を 入れ る 流漉 き で は 、 漉舟の 中 で 、 紙素が満遍な く 撹持す る こ と に よ り 、 厚薄 自 在
の 紙 を 漉 く こ と が 可能で あ る 。 し か も 、 天地左右の揺 り や捨 て 水 に よ っ て繊維が一

定方 向 に流れ易 く 、 板干 し し た紙 を 素地の ま ま に文書料紙 と し て利用 す る こ と が で
き る の で あ る 。

寿岳文章氏 は 「流漉 き は ま ず雁皮 か ら 始 ま っ て 椿や麻 に 及 ん だj と の 町 田 誠 之 氏
の説 を 認 め て 、 雁皮 の流漉 き が始ま る 時期 を延暦年間 （ 七 八 二 ～ 八 O 玉） と 述べ ら
れて い る 。 （『 日 本 の 紙』） 。 筆者 も 溜漉 き と 流漉 き を 単 な る 抄紙技術上の発展段階 と
し て の 変化 と し て だ け で考 え る つ も り は な く 、 流漉 き が 始 ま っ た後 も 、 両方の漉 き

方 が 並行 し て行われた と 考 え る べ き だ と 思 っ て い る 。 し か し 、 流漉 き の 工夫 に よ っ
て 椿 で あ っ て も 繊維 を 短 く 裁 断 し な け れ ば な ら な か っ た 上 に あ る 程度 の 打紙加 工
を 必要 と し た 溜漉 き か ら 、 椿の長 い繊維の特徴 を そ の ま ま に生か し て 叩解す る だ け

で 漉 上 げ て 上 手 の 紙 を 作 る こ と が 出 来 る 流漉 き が 一 つ の 抄紙技法 と し て 成 立 し た
こ と は 、 抄紙技術の効率化 の 面 で は極 め て 画期 的 な こ と で あ っ た と 考 え て い る 。 こ
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れ に よ っ て椿紙が名 実共 に和紙生産の 中 心 と な り 、 文書料紙 に は 素紙が基本 と な っ
た の で あ る 。

以 下 、 文書料紙 を例 に し て 溜漉 き か ら 流漉 き への変化 を み て い こ う 。 我 国 の 文書
料紙は椿紙が 主体で原則 素紙が用 い ら れて い る 。 こ れ は文書料紙 が 手 を加 え ら れて

い な い あ る が ま ま の 姿 に 意志伝達の文字を記す こ と に よ っ て 、 文書 自 身が改憲 さ れ
て い な い と い う 信用 の詮明 と な っ た こ と に よ る も の で あ る 。 こ れ に は例外が あ り 、

国 の威信 を 示す外交文書や天 皇 文 書 の 勅書 な ど に は熟紙で あ る 加 工紙が用 い ら れ
て い る 。 し か し 、 こ の例外 を 除 き 文書料紙 に加 工紙が用 い ら れ た 時代が奈良時代 で
あ る 。 奈 良 朝 の公文書 はすべ て が官営工房の製紙 に な る が 、 写経用 で な い 文書料紙
の穀紙に も 打紙加 工が な さ れた熟紙が用 い ら れ て い る 。 管見の範囲 で は公文書の基

本 と な る 戸籍 、 計帳な ど の 類 に はすべて に何 ら かの打紙加 工 が さ れた料紙が用 い ら
れて い る 。 こ れは抄紙技術 と 密接 に 関連 し た 料紙の利 用 方法 と し て説明 す る こ と が
可能 で あ る と 考 え る 、 何故な ら 、 平安時代初期 以 降 の 文書料紙は例外 を 除 き 明 ら か

に 素紙がすべて と な る か ら で あ る 。 文書料紙 に 漉上 げた 素紙 を そ の ま ま に利用 で き
る と い う こ と は 、 墨書す る 料紙面が板 目 と し て 素紙 の ま ま で も あ る 程度繊維が天地
に流れ整 っ て い る こ と を 示 し て い る 。 こ れ は揺 り 動 き に よ る 地合 を 整 え る 漉 き 方 に
よ っ て 作 ら れた 料紙の最大 の 特徴点 と し て 指摘す る こ と が で き る も の で あ る 。 流漉
き に よ っ て 作 ら れた紙の場合 は 、 こ の 点 を 生 か し て表 面 を 板 に 当 て て 干 し 、 紙の表

と し て利用 す る 例 が 遺 品 上 に み ら れ る 。 一方溜 漉 き の場合 は捨て水 が な く 、 天地左
右 の揺 り 動 か し も 最小限で、 あ る た め 、 表面の繊維は流れ な い。 し か し な が ら 、 溜漉

き と い え ど も 初水 に よ っ て 賓面 に は あ る 程度 の 天地の繊維の流れが で き る 。 溜漉 き

状の料紙遺品 は 、 多 く の 場合 こ の 特徴 を 生 かす た め に意識的 に 賛 面 が 表 に利用 さ れ

て い る と い う 特徴 を確認す る こ と が で き る の で あ る 。 し か し 、 初水程度 の繊維の天
地への流れで は墨書上 に は十分で な い 面 も あ り 、 少 な か ら ず打紙加 工が行われた も

の と な さ れ た と 考 え て よ い で あ ろ う 。 即 ち 、 料紙遺 品 か ら み て 、 賛 面 を 板面 と し て

こ れ を紙の表 と す る 利用 法は 、 溜漉 き 故 の 工夫 を 示す も の で あ り 、 古代 の 溜漉技法

を 始 め と す る 溜漉 に よ っ て 作 ら れた料紙 の 大 き な特徴 で あ る と い え る 。 他方、 流漉

き の 場合 は捨て水の表面 を板面 と し て 用 い る 方が合理的 で あ る た め 、 賓 面 は多 く 料
紙の裏面 に み え て い る 。 こ の こ と か ら 、 料紙の賛面 の表裏 の 存在 が 、 溜漉 き 、 流漉

き の 一つの判断基準 と 考 え て 良 い の で は な い だ ろ う か。

こ の様 に 考 え る と 、 文書料紙 の 上 で 、 打紙加 工が全 く 必要 の な い素紙が料紙に用
い ら れ る 時期 、 こ れが 溜漉 き か ら 流漉 き への抄紙技術の転換期 と イ コ ール の 時 と 特
定す る こ と が 可能 と な り 、 そ の 時期 は遅 く と も 平安時代初期 で あ ろ う と 考 え ら れ る 。
猶、 こ の 点 は ま だま だ課題 が 少 な く な い が 、 今後 の研究 と デー タ の 蓄積 に よ る 粘剤

や繊維の天地方 向への流れ な ど の 料紙分析の深化 に よ っ て 、 時代 と 地域性 を よ り 特
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定す る こ と が 可能 と な る と 考 え て い る 。

九世紀以降の流漉き 技法の発展普及の過程で 、 麻紙 に 代表 さ れ る 奈 良 朝 の 溜 漉 き
技 法 に よ っ て 作 ら れて い た紙は姿 を 消 す に 至 っ た。 流漉 き に よ る 毛足長 の椿繊維の

特徴 を 最大 限 に活か し た抄紙技法は、 原材料 と し て の供給 の 面か ら も 、 以後 の我国
の紙漉生産 の 基本が椿紙 と な る こ と を決定づ け た の で あ る 。 そ の一方で、 雁皮や三
極な ど の地域的 な 特徴 を踏 ま え た 地域、 地方 に お け る 抄紙技術の展 開 が な さ れた と

考 え ら れ る 。
〔檀紙〕 こ れ は奈 良朝 の穀紙の 系 統 に 連 な る も の で 、 そ の 中 で厚手の上等 の 白 色 の

料紙を 従来の穀紙 と 区別 し て 檀紙 と 称 し た も の で あ る 。 特 に 平安 中 期 に東方地方 を

拠点 に 作 ら れた 陸奥紙の檀紙が 瞬 く 間 に都 に お い て の流行 を み て 、 備 中 な ど の 諸 国

に お い て 作 ら れ る よ う に な っ た の は 、 東 国 を 始 め と す る 各地方への新 し い抄紙技術
の 展 開 が そ の前提に あ っ た と 考 え ら れ る 。 陸奥紙は 『枕草子』 「 白 く 清 げな る 陸奥
紙」 な ど の よ う に 白 く て厚 く 美 し い と い わ れ る 一 方 で 、 「 陸奥紙 に つ い て 、 年経 に

け れ ば黄 ばみ」 な ど 、 一部 に青皮 の繊維部分が含 ま れて 、 水晒 の仕方 に よ っ て は経

年で黄ばむな ど の 、 後 の鎌倉時代 の檀紙へ と つ な が る 特徴 を 当 初 か ら 有 し て い た こ
と が 知 ら れ る 。 こ ニ で、 平安朝檀紙 と し て のー遺例 を 紹介 し よ う 。 平治元年 （一一
五九） か ら 翌永暦元年 間 の も の と み ら れ る 三月 十七 日 付平清盛 自 筆書状 （個 人蔵）

は 、 当 時大宰大弐で、 あ っ た 清盛が後 白 河院か ら の命 を奉 じ た 請文で、 差出者の身分

や 内 容形式か ら み て 、 当 時の都の檀紙を 用 い た と 考 え て よ い も の で あ る 。 法量は縦

三 o . 九横四 八 ． 一 （現状袖 、 下辺 少欠 、 復元寸法三一 ． 玉 × 五 四 ． 一） 、 厚 さ o .
一 八 五 ミ リ 、 重一一 ． 二五グ ラ ム 、 密 度 o . 四 、 表 に板 目 、 賛 目 が 表で繊維 は僅か

に天地に流れ 、 青皮 が経年で黄色 に 変色 し た樹皮部分 を 含む紙質で 、 溜漉状に漉上

げ ら れた平安後 期 の 檀紙の抄紙技法 の特徴 を み る こ と が で き る 。 こ の他 、 後 朱雀天

皇震翰御記文 （陽明 文庫） に は天皇が摂政藤原頼通 に 三種 陀羅尼 を 陸奥紙に 自 筆で
書 き 進むべき こ と を仰せ ら れた こ と が み え 、 長久五年 （－0 四 四 ） 当 時 に も 陸奥紙

が最上紙料紙 と し て の扱い を う け て い た こ と が知 ら れ る 。 因 み に こ の震翰の料紙 も

檀紙で あ る と 考 え ら れ る 。
檀紙は こ の 様 に 院政期 か ら 鎌倉 時代 の 朝 廷 の公文書 を は じ め 公家社会 を 中 心 に

使われ て い っ た 中 世前期 の最大量 を誇 る 料紙で あ る 。 鎌倉幕府 の公文書 も 、 初期の

源頼朝文書は別 と す る と 、 幕府 の政治制度が整 う の に 従 い 、 そ の発給文 書 も 原則公
家文書 の 例 に倣っ て 、 檀紙 を 用 い て 下文 、 御教書の発給を行 っ て い る 。 そ の後 、 武

家文書の檀紙利 用 は室町幕府 の初期政権下 ま で継承 さ れ る 。 檀紙の料紙判 定の基準
は米粉が入 ら な い も の が圧倒 的 に 多 く 、 溜漉状 に 天地の繊維の流れが少 な く 、 賛 目 、

糸 目 が み え な い と こ ろ に そ の 特徴が あ る 。
〔高檀紙、 引 合 、 懐紙〕 こ れ ら は何れ も が檀紙系統 の最上級料紙で あ る 。 『園太暦』
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文和五年 （一三五六） 三月 三 日 条 に 「御製高檀紙 に被遊了 、 中殿御会以前 は普通檀
紙候欺」 と あ り 、 こ の 「 高 」 は料紙の 大 き さ 及び厚 さ の意味が あ っ て 、 後 光厳院御
製 に 格別 の檀紙が 用 い ら れた こ と を意味 し て い る 。 ま た 『後深院 関 白 記』 応安五年

（一三七二） 九 月 十七 日 条 に 「今 日 注意見書引 合二枚 〈重之如 常状） 暦麿之比 、 故

殿御注進如比」 と あ っ て 、 関 白 近衛道嗣の意見注進状 に 引 合が 用 い ら れて い る こ と
が知 ら れ る 。 引 合 は展翰書状 に用 い ら れ る も の で 、 何れ も 厚みが あ り 、 表面は通常

の檀紙 と は異 な っ て 天地 に繊維が よ く 流れて 平滑感が あ り 、 白 皮部 分 を 基本 に し て
経年変化の 中 に も 白 味 を残 し て 深み が あ り 、 賛 目 、 糸 目 はみ え な い と い う 外見上の

特徴が あ る 。 こ れが た め に墨の乗 り は 良好で、 し か も 惨み が 少 な い。 こ れ ら は ま た
用 途 か ら 懐紙 と も 呼ばれ る 。 懐紙は作文会 の詩懐紙、 あ る い は和歌会の和歌懐紙な

ど用 途上の名 称 で 区別 さ れた名 称で あ る 。 和歌会の 当 座 に お い て 、 料紙 を左手に持

っ て 文 字 を 書 く こ と が 可能な厚みが必要 と な っ た も の で あ る 。 七 夕 和歌会な どの場
合 に 、 臣 下 の 公卿懐紙 に も 天皇 と 同 じ 引 合が用 い ら れて い る の は 、 天皇 と 同 じ座に

あ る こ と に よ っ て 始 め て 可能 と な っ た も の で あ る 。

〔杉原 と 奉書〕 杉原は平安時代後 期 に 出現す る 。 『殿暦』 永 久 四 年 （一一一六） 条
の 「椙原庄紙」 が 初 出 記事 と し て 知 ら れて い る が 、 院政期 に は そ の利用 は か な り 進
ん で い た と 考 え ら れ る 。 建長五年 （一二五三） 十月 廿一 日 に 作成 さ れた近衛家所領

目 録 （享徳四 年写） に は 、 播磨 国杉原紙が摂 関 家氏長者の本所領 で、 あ っ た こ と が み
え 、 製紙庄 園 と し て の杉原庄 が格別 の 存在で あ っ た こ と を 窺 わせ て 興味深い も の が
あ る 。 杉原 は院政期 か ら 諸権 門 内 で用 い ら れ 、 中 世 で は 専 ら 寺院文書料紙や武家の
文書料紙 に用 い ら れた。 そ の最大の特徴 は 、 填料 に 米粉が入 る こ と 。 米粉の 量 に よ

っ て 紙の 白 さ が増 し 、 墨の乗 り も よ く な る も の で 、 基本的 に 生 漉 き か再生紙か と い

う こ と は 問 わ な い性質の も の で あ る 。 当 然費 目 、 糸 目 が 目 立つ こ と も 外見 上 の 大 き
な特徴のーっ と な る 。 こ の う ち の薄 く て 柔 ら かい も の が 、 意識的 に室町幕府奉公人

奉書 （漉返、 米粉入 り ） と し て 用 い ら れ た こ と に よ り 、 こ の 系 統 の料紙が 桃 山 時代
か ら 奉書 と 称 さ れて 、 近世の奉書へ と 展 開 し て い く こ と に な る 。 奉書 は近世武家社

会 を は じ め と し て 江戸時代 に は一番広範囲 に 亙 っ て 用 い ら れた 料紙で あ る 。

〔強杉原〕 所謂一般の 杉原紙 と は異 な り 、 厚みが あ っ て 強 々 し た 寸 当 た り 一二、 三
本 の 萱賛 を 用 い た も の で、 建武三年 （一三三六） 七月 、 光厳院 を 奉 し て 入京 し た 足
利尊氏が従来の檀紙系料紙 と 区別 し て意識的 に用 い た も の で （拙稿 「 室町時代前期

の 「檀紙」 （ 強杉原） を 中 心 に J 『平成六年富 田 科研報告書』 参照） それ以降、 室町
将軍御判御教書 な ど の武家の公験 に用 い ら れた外、 室町の売券に使用 例 が み え る 。
し か し 、 強杉原 の名 称 は 「武家に は杉原 な ら で は 文 を は かかぬ事也」 （『書札礼法抄』）
と 、 武家文書で あ る こ と に よ っ て 杉原 の名 称が付 さ れた も の で あ り 、 料紙 と し て は

杉原系 統 で は な く 、 明 ら かに檀紙系 統 の も の で あ る 。
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〔大高 檀紙〕 大 高檀紙 は豊 臣秀吉の天下統一 に伴っ て 用 い ら れた 、 ま さ に 天下人 と

し て の権力 の 存在 を 示す こ と を意図 し 、 最大寸法を も っ て 作 ら れた 料紙で あ る 。 こ

れは秀吉が 室町将軍権力 の継承者 に よ る 自 己 の 立場 を 示す た め 、 将軍御判御教書の
強杉原 を 発展 さ せ て 用 い た形式で、 一 部 に は 、 漉返紙 も 用 い ら れて い る 。 但 し 、 秀

吉 の 大高檀紙は織の 強 く 硬 く ゴ ワ ゴ ワ し た も の と 、 薄 目 の 柔 ら かな も の の 二種が あ

り 、 そ の抄紙上 の 差 と 利用 法 と の 関係 に つ い て は 、 今後 の研究課題 で あ る と 考 え て

い る 。
〔鳥 ノ 子 と 問似合紙〕 鳥 ノ 子は鎌倉時代後期 に雁皮 が こ の名 前で呼ばれ る よ う に な

る 。 鶏の卵か ら く る 色合 い で か く い われた と さ れ る が 、 そ の殆 ど は 良質の典籍料紙
と し て 珍重 さ れた。 文書料紙 と し て は南北朝 時代 の 足利 尊氏御教書 な ど の小切紙料

紙 に 専 ら 使われ始 め た。 こ れはや が て 室町後 期 に 将軍御 内 書やそ の 副状 な ど の 幕府
中枢の書札様文書 に 用 い ら れて 、 そ の利用 は有力守護大名 から 戦国大名 に 至 る ま で
の切紙書状の典型 的 な 料紙 と し て 全国的 に広が っ て い っ た。 そ の 一 部 に は三極の利

用 も み え て い る 。

間似合紙 は 、 一般に半間 （三尺） の 間 尺 に合 う 紙 と し て 、 襖障子 を 貼 る 紙 と い う
形で知 ら れ る 。 巷聞 に は江戸時代の泥間似合が意識 さ れ、 箔打ち紙か ら 巻物の裏打
紙ま で あ っ て 、 ど ち ら か と い う と 、 あ ま り 上等 な イ メ ー ジ が な い。 し か し 、 筆者は

間似合紙は本来障壁画の料紙 と し て 、 桃 山 か ら 江戸初期 を そ の最盛期 と し た 、 当 時
の最上級の鳥 ノ 子紙 で あ る と 考 え て い る 。 間似合紙の名 称 は も と も と 間似合わせ の
意味で、 必ず し も 単 に 寸法上か ら く る 名 称で は な い。 即 ち 、 十六世紀 の 間似合紙 は 、
当 時 の 水 墨 か ら 絢澗 た る 狩野 派 に 至 る ま で の 障壁画料紙 と し て 珍重 さ れた舶載の
竹紙 に 相 当 す る 国産料紙 と し て 、 雁皮 に米粉 を入れて竹紙 の 間似合わせ と し て 用 い

た 紙 を 意 味す る と 理解すべ き で あ る と 考 え て い る 。 さ すれば、 間似合紙 に 関 す る 『砥

園 執行 日 記』 の 建 治 四 年 （一二七八） の初見記事 を 鳥 ノ 子紙 と 即 断す る の に は問題
が あ る と 考 え て い る 。

〔紙屋紙 と 宿紙〕 平安時代 に 入 っ て も 都 に お い て は 、 前代以来 、 図書寮 の紙屋院 で

の公文書料紙 の 生産が続け ら れて い た。 そ の再生紙工房 と し て の性格 は既述 し た通
り で あ り 、 そ の 高度な技術 に よ っ て 貴族層 に持て 嚇 さ れた色紙の生産が 知 ら れて い
る 。 紙屋院製作の 文書料紙 と し て の 遺例 と し て は 、 永久五年 （一一一七） 二月 十 日

摂 関 家 旧 記 目 録 （ 陽 明 文庫） を 上 げ る こ と が で き る 。 こ の 文書は関 白 藤原忠実の筆
に な る と み ら れ る 目 録で、 そ の料紙は生漉 と 変 わ ら な い漉返紙で あ る 。 こ の こ と か

ら み て こ れ を 当 時 の 良質な紙屋紙 に 比 定す る こ と が 可能 で あ る （拙稿 「摂関家 旧 記
目 録に つ い て J 『古文書研究』 六十六号） 。

そ の後 、 紙屋紙は 専 ら 蔵人所の紙屋紙 に代表 さ れ る 宿紙 を 作 る 工房 と な っ て し 1 く 。
宿紙は反故 を 材料 と し て 漉 き 返 し た こ と に 因 ん で宿 ＝ 久 し く 奮 い と い う 意 味 か ら
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の名 称 と 考 え ら れ る 。 こ れが巷間 に知 ら れ る 天皇 の論 旨 に 多 く 用 い ら れ る の に 至 っ
た の は 、 当 時の 書札様の 文書料紙が 、 こ れ を 書 い て 出 す人物が 自 身で用 意す る の を
原則 と し た こ と に よ る 。 論 旨 が宿紙に書かれた の は天 皇 の命 を奉 じ た蔵人 が 、 自 ら
の蔵人所の宿紙 を用 い て 書いた こ と に よ る も の に外な ら な い。 現存す る 倫 旨正文最

古の 『天喜二年』 （ － 0 五 四 ） 二月 十 二 日 後冷泉天皇論 旨 が 白 紙 と 変 わ ら な い漉返

紙で あ る の に 対 し 、 『天承元年』 （一一三一） 二月 二 日 崇徳天皇論 旨 （醍醐寺） が 明

ら か な宿紙 と な っ て い る 事実 は 、 院政期 を境 に し た急激 な紙屋紙 の衰退の経緯 を 示
す も の で あ る 。 こ れ以 降 、 中 世 を 通 じ て紙屋紙はすべて蔵人所 の 宿紙 に代表 さ れ る

粗い再生紙 で あ り 、 中 世後 期 に 降 る 程 に 墨色が濃 く な り 、 特 に桃 山 期 に は意 図 的 に
墨を加 え た 料紙 を 用 い て い る 。 当 科研が試みた宿紙の復元研究 で は 、 文書反故紙に
墨 を加 え た だ け で は 、 紙漉 き の過程で墨が流れて し ま い墨色はむ し ろ つかな い こ と

が確認で き た。 中 世の宿紙の墨色 を 出す に は 、 墨 を繊維 に 定着す る た め の安定剤 の
存在 が必要 で あ る 。 実験で は柿渋 か 明 禁 を加 え る と 墨 の 定着 が よ い こ と が分かつ た。
宿紙 にやや茶色化 し た遺 品 が み え る こ と 、 ま た材料の入手利用 の こ と な ど か ら 考 え

る と 、 宿紙の漉 き 上 げ に は柿渋 が 用 い ら れ て い た と の結論 を 得 る こ と が で き た。 と

こ ろ で 、 本来漉返紙で あ る 宿紙は、 近世 に な る と すべて が染紙 に 変 わ る 。 こ の 点 は
永 ら く 筆者の 疑 問 と な っ て い た も の で あ る が 、 こ れ は近世に な っ て 紙屋紙、 即 ち 紙

屋紙 を 作 る 紙屋院が そ の存在 を 消滅 し た こ と に よ る も の で 、 江戸 時代の職事 ＝ 蔵人

は こ れ を 市 中 の染紙 を も っ て代用 し た か ら に外 な ら な い 、 と 考 え る と 十分 に 納得の

い く 説明 が で き る と 思 っ て い る 。
〔美濃紙〕 美 濃 国 は律令時代 か ら 良質の紙を産 し て お り 、 中 世後 期 に は畿 内 市場 を

は じ め と し て 、 やが て 広 く 全国的 に流通 し 、 江戸時代 に は奉書 と 並ぶ ブ ラ ン ド名 と

な っ た も の で 、 多彩な紙が作 ら れて い る 。 本 図 で は近世の紙の 一典型 と し て 掲 げた。

以上、 古代 、 中 世 の 文書料紙 を 主 に 和紙の種類 と そ の 変遷 に つ い て 科研 の成果 に
一部私見 を 交 え て 瞥見 し た 次第で あ る 。
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