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は じ め に

中 世 の 文書料紙 に用 い ら れ て い る 紙 に は 、 椿の靭皮繊維 を原料に し た椿紙、 雁皮の靭皮

繊維 を原料に し た雁皮紙 （鳥 ノ 子紙） 、 椿繊維 と 雁皮繊維 と の 混合紙 （斐交椿紙、 椿交斐

紙） 、 堵紙 ・ 雁皮 紙 を漉 き 返 し た紙な ど 、 が あ る と 説明 さ れ て い る （寿岳文章 『 日 本の

紙』、 吉川 弘文館、 昭和42年） 。

と こ ろ が 、 三極紙 に 関 し て は 、 そ の初 見 が 「鳥子草、 かんひ、 みつ ま た 」 と み え る 慶長

三年 （ 1 598） 三月 四 日 附徳川 家康黒印状で あ る こ と か ら 、 中 世 の 文書料紙 と し て利 用 さ れ

て い な かっ た と し づ 理解 （ 町 田 誠 之 『和紙の道 し る べーそ の歴史 と 化学』、 淡交社、 平成 1

2年） が い ま だ に 一般的 な理解で あ る と 恩わ れ る 。

ま た 、 三極紙の代表 と な る 駿河半紙 は 明 和年間 （ 1 764～ 1 772） に 甲 州 市川 大門 で生産 さ

れ、 そ の後 に 三極 を 料紙の原料 と し て 大 量 に使用 し 始 め る の は天 明 年間 （ 1 78 1 ～ 1 789） 頃

か ら で あ る と い われ、 ま た駿河半紙 を 三植紙の濫腸 と す る と 論 じ ら れて い る 。 浜松藩の 大

蔵 永 常編 『広益国産考』 （天保1 5年） の 「 三股 を 塁地 に植益 あ る 事」 に は 、 三極紙の産地

と し て 「駿州 興津 由 井辺 」 「 甲 州 」 「伊豆辺 」 を あ げ て い る 。

こ の よ う に 、 三極紙は富士 山 を繰 る 駿河 ・ 甲 斐 ・ 伊豆の 諸 国 を 主産地に し て い る こ と が

知 ら れ る 。 つ ま り 、 近 世 に は 富 士 山 麓 に 自 生す る 三極 を 原料 と し て い た こ と か ら 、 三極紙

の 生産地が限定 さ れて い た こ と に な る 。 そ の後 、 近世後期 に な る と 三極の栽培が広 く 行わ

れ て 、 椿 ・ 雁皮 と な ら ぶ和紙の代表的 な原料 と な っ て い く こ と に な る 。

こ う し た 見解 に 対 し て 、 関彪氏 は 「 三極考j （成 田 潔成編 『三極及三極紙考』 （王子製紙

株式会社、 昭 和 1 5年） に お い て 、 「何れに し て も 三極製紙の創始及 び発達は伊豆、 駿河、

甲 斐の 地続 き 三 国 の 功 に 帰す る 事 に 於 て 、 何人 に も 異議 は あ る ま い が 、 其濫腸は慶長 よ り

も 逢 かに遡 り 、 足利時代 中 葉 、 即 ち 今 よ り 約 四 百年乃至五百年以前で あ ろ う と 想像せ ざ る

を 得 な い。 j と い う よ う に 、 三極紙の使用 を 室町時代 中 期 頃 で あ る と 指摘 し て い る 。



ま た 、 徳川 家康黒印 状 で は 、 三植 を含む和紙の原料 と な る 植物 の伐採権 に 関 わ る 既得権

益 の 保 障 に 主 眼が あ る こ と を勘案す る と 、 遅 く と も 1 6世紀後 半 に は伊豆周 辺 にお い て 三極

紙 の 抄造が行われて い た と 想定す る こ と は 充 分 に 可能で あ ろ う 。

関 氏 の 指摘 に も あ る よ う に 、 三極紙 の 文献上の初見 と 実際 にお け る 紙漉 き の状況 と で は 、

実 際 に かな り の 隔た り が あ っ た こ と を推 測 で き る 。 こ の 隔 た り を 現存す る 文書そ の も の で

繋 げ る こ と が で き な い も の で あ ろ う か と い う 問題 を 出発 点 に し た い。 そ し て 、 こ の課題 を

明 ら かに す る 過程 に おい て 、 三極紙 が 文 書料紙 と し て利用 さ れて い っ た 時代的変遷 を跡付

け る こ と を も 考 察 の 対象 と し た い

そ こ で 、 前述の課題 を 追求する 方法 と し て 、 三極紙の主産地の ひ と つ で あ る 伊豆 国 周 辺

を 支 配 下 に 置 い た 後 北条氏 の発給文書 を検討の対象 と し な が ら 、 室町 ・ 戦国期 にお け る 文

書料紙 と し て の 三極紙 の 実態 を 明 ら かに し て い き た い。 な お 、 文書料紙の紙質を調査す る

た め に は成巻 さ れ て い な い 文書で あ る こ と が求 め ら れ る 。 こ う し た条件を満たす も の と し

て 、 こ こ で は東大寺文書、 東慶寺文書、 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書の 中 世文 書 を 主要 な検討

． 分析の素材 と す る 。

な お 、 論 述 の 関係上 か ら 、 近世以降の 三極紙の紙質の特徴 を 以 下 に お い て確認 し て お く

こ と に し た い。 ①繊維 が 細 い こ と 、 ②繊維 が均質で あ る こ と 、 ③紙に 光沢が あ る こ と 、 ④

紙質が柔 ら かい こ と 、 ⑤墨乗 り が 良 く 、 書 き やすいこ と 、 ⑥織 に な り に く く 、 虫 が 付 き に

く い こ と 、 ⑦紙色が茶褐色 で あ る こ と 、 等 々 が 三極紙の紙質に 関 す る 共通 の認識 と な る で

あ ろ う 。

中 世文 書料紙 と し て の 三極紙 一 東大寺文書一

関 氏 に よ っ て提示 さ れた三極紙の濫暢期 が 室町時代 中 期 で あ る 、 と す る 指摘 に 基づ き な

が ら 、 仔細 に 現存す る 文書料紙 を観察 し て み る と 、 中 世 文書 に お い て 文書料紙 と し て 三極

紙が使用 さ れて い る 例 を確認す る こ と が で き る 。

す で に 、 湯 山 賢一 氏 は 、 東大寺文書中 の年未詳十月 日 附遠 江 国 蒲御厨諸公文百姓等 目 安

（架蔵番号 1 - 1 4 - 32） な ど の 料紙 が 三極紙で あ る と し 、 室町時代 中 期 の 文書料紙 に は 三

極紙 と 雁皮 紙 と の併用 が 明確であ り 、 三極紙の生産は東海 ・ 伊豆地方 に お い て 近世へ続 く

こ と を確認 で き る と い う 考 え方 を 示 し て い る （堀池春峰監修 『東大寺文 書 を 読む』 所収、

思 文 閣 出 版 、 平成 1 3年） 。
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そ こ で、 湯 山 氏 の論孜に導かれ な が ら 、 東大寺文書中 に お け る 遠江国蒲御厨関係 の文書

料紙 を つぶ さ に 実見 し た と こ ろ 、 蒲御厨東方諸公文等 目 安以 外 に も 、 三極紙の存在 を 改 め

て確認す る こ と が で き た。

以 下 、 具体的 に示 し て み る こ と にす る と 、 享徳二年 （ 1453） 十二月 廿 日 附遠 江国 蒲御厨

東方諸公文等 目 安 （架蔵番 号 1 1 1 4 - 40） 、 年未詳間十月 日 附遠 江 国 蒲御厨諸公文等

目 安 （架蔵番号 1 14 30） の 2 通 で あ る 。 閏十月 日 附遠 江 国蒲御厨諸公文等 目 安 は年未

詳で あ る が 、 そ の 内 容 か ら 室町時代 中 期 の 文 書で あ る と 判断 で き る 。

以 上 、 三極紙 を 文書料紙 と し て 利 用 し て い る こ れ ら 3 通 の 文書に共通す る 点 を検討 し て

み る こ と に し よ う 。 ま ず、 いずれ も が 上 申 文書で あ る こ と 、 次 ぎ に文 書 の 差 出 は 「 蒲御厨

東方諸公文等j 「蒲御厨諸公文御 百姓等」 と い う よ う に在地の庄官 ・ 百姓等か ら で あ る こ

と 、 充所はいずれ も 「御奉行所」 で あ る こ と が確認で き る 。 こ れ ら 共通す る 点 を ま と め 直

し て み る と 、 文書料紙 と し て利用 さ れた 三極紙は、 蒲御厨の在地か ら 庄園領主で あ る 東大

寺へ出 さ れた文書であ り 、 三極紙そ の も の はお そ ら く 在 地 に お い て用 意 さ れた も の と 考 え

ら れ る 。

こ れ ら 3 通 の 他 に も 、 年月 日 未詳某 申 状 （ 後 欠 、 東大寺文書、 架蔵番 号 1 - 24 - 547) 

の 料紙 が 三極紙で あ る こ と を確認す る こ と が で き た。 こ の某 申 状は 「綿瀬遺跡之事」 に 関

す る 内 容 で あ る こ と が知 ら れ る 。 綿瀬は蒲御厨 内 の 地名 で あ る こ と 、 綿瀬に 関 す る 相 論 は

室 町時代 中 期 に展 開 さ れて い る こ と か ら 、 やは り 室町時代 中 期 の遠江国蒲御厨の 関連す る

申 状 で あ る こ と に 間 違 い な い。 こ の結果、 遠 江 国 蒲御厨関係 文書の う ち 、 4 通 に 三極紙が

文書料紙 と し て 使 われて い た こ と を 指摘 で き る 。 し か も 、 4 通 いずれの 文書 も そ の発給時

期 が 室町時代 中 期 と い う こ と に な る 。 し た が っ て 、 関氏 の指摘 を現存す る 文書料紙 か ら 裏

イ寸 け る こ と に な っ た と い え よ う 。

そ こ で 、 こ の東大寺文書中 に存在す る 4 通 の 三極紙 に 関 し て 、 そ の 生産や流通 の視点な

ど か ら 検討 し て み る こ と に し よ う 。 結論か ら い う と 、 4 通 の 三極紙は室町時代 中 期 に お そ

ら く 遠 江国 蒲御厨周 辺 （ 浜松市近郊） に お い て 生産 さ れ、 かっ流通 し て い た 紙 で あ っ た と

推測 さ れ る 。 と い う の は 、 料紙の法量は縦30 ・ 7 CID ( 9 尺 3 寸） 前後 、 横44 ・ 5 CID ( 1 尺

3 寸 5 分） 前後 で ほ ぼ同寸法であ り 、 ま た費 目 が 1 寸 当 た り 1 3本、 糸 目 幅 は 3 ・ 0 CID ( 9 

分） と ま っ た く 同 じ萱賓 が使われ て い る こ と を確認で き る 。 こ れ ら 法量な ど の数値が一致

す る こ と か ら み て 、 4 通 と も おそ ら く 同 じ 賓 桁 を 用 い て 漉 かれ た 三極紙 と 断定せ ざ る を得

な い。 こ れ ら の共 通 点 は 、 三極紙の生産に統一的な規格 が 存在 し て い た こ と を窺わせる も
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の で も あ る 。

次 に 、 4 通 の 料紙の表面 を 肉 眼 で観察 し て み る と 、 紙 の 地合 が 滑 ら かで 、 紙色は薄茶色

で 、 文字面 に 賛 目 が顕著 に み え る が 、 裏 面 に は ほ と ん ど賓 目 が 現れて い な い と い う 共通 し

た 特徴 を 見 い だす こ と が で き る 。

で は 、 こ れ ら 三極紙 を 文 書料紙に利 用 す る 以外に 、 遠江 国 蒲御厨関係文書 （架蔵番号 1

- 1 4遠江国 蒲御厨、 架蔵番号 1 24雑庄、 架蔵番 号 1 - 25雑） に お い て 在地の庄官等 を 差

出 と す る 上 申 文書 に は 、 ど の よ う な 文書料紙が用 い ら れ て い る か表 I に ま と め て み る と 以

下の よ う に な る 。 表 I で は 、 文書作成の年月 日 、 文 書名 称の ほ か に 、 料紙の特質 を 明 ら か

に で き る よ う に紙質の分析及び貫 目 数 （本数） ・ 糸 目 幅 （cm） の観察結 果 を 示 し て い る 。

表 I 遠江田蒲御厨関係文書

No. 年 月 日 文 書 名 称 紙質 費 目 数 糸 目 幅

1 宝徳四 年卯月 廿一 日 蒲御厨諸公文等 目 安 権 1 8  4 ・ 9

2 享徳弐年七 月 日 蒲御厨綿瀬沙弥道秀 目 安 雁皮 1 8  4 ・ 5

3 康正 ＝ 年五月 十 七 日 蒲御厨東方諸公文等 目 安 緒 20 不 明

4 康正 ＝ 年十月 日 蒲御厨東方諸公文等 目 安 椿 1 6  2 · 8 

5 丑 九 月 十 四 日 蒲御厨西 方諸公文等 申 状 椿

6 年未詳小春二 日 蒲御厨西方諸公文等 申 状 緒 1 8  不 明

7 年未詳 ＝ 月 三 日 蒲御厨東方諸公文等 申 状 椿

8 年未詳 六 月 十九 日 蒲御厨西方公文等 申 状 椿 24 5 · 0 

9 年未詳九月 十一 日 蒲御厨東方諸公文等 目 安 雁皮 20 4 · 8 

1 0  年未詳十二月 十 七 日 蒲御厨東方諸公文等 申 状 椿 20 4 · 3 
1 1  年月 日 未詳 蒲御厨東方諸公文等 目 安 椿 2 1  不 明

1 2  年月 日 未詳 蒲御厨公文百姓等 申 状 雁皮 1 9  5 · 0 

表 I で整理 し た遠 江 国 蒲御厨関係 文書の う ち在地庄官等 か ら の 上 申 文 書 は 、 そ の作成時

期 か ら 室町時代 中 期 にお け る 目 安 6 通 と 申 状 6 通 と が あ る こ と を確認で き る 。 こ れ ら の 文

書料紙 は 、 紙質の観察 ・ 分析の結果 、 橋紙 と 雁皮紙 と が利 用 さ れて い る こ と を確認で き る 。

そ の 内 訳 は 12通の う ち 、 9 通 が椿紙、 3 通 が雁皮紙で あ る 。 次 に 、 椿紙 と 雁皮紙それぞれ

の 賓 目 数 ・ 糸 目 幅 に 注 目 し て み る と 、 椿紙の賓 目 数は 16本か ら 2 1 本、 雁皮紙は18本か ら 20
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本 で あ り 、 ま た椿紙の 糸 目 幅 は 2 ・ 8 cmか ら 5 ・ 0 cm、 雁皮紙は 4 ・ 5 cmか ら 5 ・ 0 cmで、

あ る 。 ほ と ん ど一致す る 賛 目 数 ・ 糸 目 幅 が な く 、 共通す る 数値 が み ら れ な い こ と か ら 、 こ

れ ら 1 2通 の料紙つ ま り 椿紙 ・ 雁皮紙 と も に 同 ー の責 を用 い て 抄紙 さ れた も の で あ る と は考

え ら れ な い。 し た が っ て 、 庄官等の手元 に あ っ た文書料紙 は お そ ら く 買 得 等 の 方法 に よ っ

て 諸方か ら 得 た も の で 、 備 え置 かれ て い た 文書料紙が 上 申 文 書 に 利 用 さ れた も の と 想定 さ

れ る 。 以 上の こ と か ら 判断す る と 、 遠 江 国 蒲御厨関係文書の う ち 庄官等 の 上 申 文書は充所

や 差 出 人 の 違い に よ る 文書料紙の使 い分 け は な かっ た。

こ の よ う に 、 1 5 世紀 中 葉 に遠江田蒲御厨か ら 東大寺 に 出 さ れた 上 申 文 書 に は 、 三極紙、

椿紙、 雁皮紙の三種類の文書料紙が用 い ら れ て い る こ と を指摘で き る 。 1 6通 の う ち 、 三極

紙 4 通 、 椿紙 9 通 、 雁皮紙 3 通 と い う こ と に な る 。 三極紙 に 関 し て 、 室町時代 中 期 に お け

る 文書料紙 と し て みて み る と 、 遠記固か ら の 上 申 文書 と い う 限定付 き な が ら も 椿紙 、 雁皮

紙 と 同 じ よ う に 文 書料紙 と し て在 地 に お い て は一般的 に使用 さ れて い た も の と 想定 で き よ

う か。

し か し 、 4 通 の 三極紙 と No. 1 2 の 蒲御厨公文百姓等 申 状 に用 い ら れ て い る 雁皮紙 と は 、 賓

目 数 ・ 糸 目 幅の数値は異な る も の の 、 閉 じ紙質 と 見間 違 う ほ ど に色味が似通 っ て い る こ と

や文書発給主体 と 充所が一致 し て い る こ と か ら 、 三極紙 と 雁皮 紙 と を違 う 文書料紙 で あ る

と 認識 し て 用 い て い た の か判 断 し が た い が 、 文書料紙 と し て の 風合 が 共通 し て い る 点 を 強

調す る と 、 三極紙は雁皮 紙 の 代替 と し て利 用 さ れ た 可能性 を 残 し て い る と い え よ う 。

こ こ で指摘 し た 諸 点 を 東大寺文書以外の 文 書 にお い て も 確認 で き る も の で あ る の か、 次

に 室町時代 にお け る 三極紙の 文書料紙 と し て の利用 を 明 ら かに し て い く こ と で考 察 を加 え

て い き た い。

二 、 室町時代 の 三極紙

三極紙の生産、 流 通 が 、 室町時代 中 期 の遠 江 国 に お い て 展 開 し て い た こ と を東大寺文書

に よ っ て確 か め ら れた。 そ こ で、 近世にお け る 三極紙 の 主産地で あ っ た伊豆 国 を 支 配 下 に

置 い た 小 田 原後 北条氏 の発給文書が 残 る 伊豆国 の 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書 と 相模国 の東慶

寺文書 と を 対 象 に し て 文書料紙の紙質 に つ い て 少 し く 検討を加 え る こ と と す る 。

（一） 東慶寺文書
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東慶寺文書に は 、 小 田 原後北条氏 の発給 し た 文書 18通が 現在 生 な 姿 で残 さ れて い る 。 し

か も 、 北条氏綱 （ 1 487～ 154 1 ） ・ 氏康 （ 1 5 1 5 ～ 7 1 ） ・ 氏政 （ 1538～90） ・ 氏 直 （ 1 562～9 1 )

の 4 代 に わ た る 文書 が 現存 し て お り 、 文書発給主体 に よ る 文書料紙の 使 い 方 に 関す る 変遷

を も 併せ て 検討す る こ と が 可能で あ る 。

ど の よ う な 料紙が後 北条氏発給文書の 文書料紙 と し て 利 用 さ れて い る の か 、 紙質に関す

る 観察 の結果 を 以 下 、 表 H に 示 し て み よ う 。 な お 、 科学的な分析方法や顕微鏡 に よ る 実体

観察 を行 っ て い な い た め 、 今後 の 文書調査 に よ っ て紙質の変更が起 こ り う る こ と を付言 し

て お き た い。

表 H 後 北条氏発給文書 I

No. 年 月 日 ー 文書名 称 紙質

1 （年未詳） 五月 十 七 日 北条氏綱書状 三極

2 （年未詳） 五月 廿 二 日 北条氏綱書状 ＝極

3 （年未詳） 五月 廿 四 日 北条氏綱書状 ＝極

4 （年未詳） 五月 廿 四 日 北条氏綱書状 コ 極

5 大永七年八月 十 二 日 北条氏綱判物 ＝ 極

6 （大永七） 八 月 廿八 日 北条氏綱書状 コ 極

7 （大永七） 十月 十 三 日 北条氏綱書状 椿

8 （年未詳） 卯月 廿 二 日 北条氏康書状 椿

9 （年未詳） 八 月 二 日 北条氏康書状 ＝ 極

1 0  （年月 日 未詳） 北条氏康書状 コ 極

1 I （永禄十 三 ） 三 月 廿 コ 日 北条氏政印判状 三 極

1 2  永禄十 ＝年卯月 十 七 日 北条氏政禁制 コ極

1 3  天 正二年八 月 十七 日 北条氏政印判状 ＝ 極

1 4  天正二年八 月 十七 日 北条氏政印判状 ＝極

1 5  （天正九） 九月 廿 三 日 北 条 氏 直印判状 コ極

1 6  （天正十六） 六月 十 三 日 北条氏直印判状 コ 極

1 7  （天正十六） 七月 三 日 北条氏直印判状 コ 極

1 8  天王十六年七月 十 日 北条氏直印判状 ＝ 極
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表 E に よ れば、 氏 綱 ・ 氏康 ・ 氏政 ・ 氏直いずれ も が 、 三極紙 を 文書料紙 と し て使用 し て

お り 、 各代毎に用 い て い る 文書料紙の紙質 に は違い がみ ら れ な い と い え る 。 そ の う ち 、 氏

綱 は書状 と 判物 、 氏 康 は書状、 氏政は印判状 と 禁制 、 氏 直 は印 判状の料紙 に 三極紙 を 用 い

て い る こ と が知 ら れ る 。 こ こ にみ え る 判物 、 禁 制 、 印判状は戦国時代 の 武家文書で あ り 、

印 判 状 と 総称す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 発給文書 を 大別す る と 、 戦 国 大名 の書状 と

印 判 状 と い う こ と に な る 。

後 北条氏 の発給文書の う ち 、 書状 と 印判 状 と に三極紙 が 文 書料紙 と し て 用 い ら れて い た

こ と に な る 。 な お 、 戦国時代 にお け る 大名 の 書状 に使われて い る 文書料紙 に は 、 鳥 ノ 子紙

と 称 さ れ る 雁皮 紙の使用 が 顕著で あ る こ と と 比べ る と 、 後 北 条 氏 にお け る 三極紙の使用 は

特異 な存在で あ る と い え よ う 。

充 所 は 、 東慶寺の他に 「前岡郷百姓 中 J 「野葉郷百姓 中 J の よ う に在地 の 百姓 中 も あ る

こ と か ら 、 寺院 に 対す る 発給文書 に 限 定 し て 三極紙が 文書料紙 と し て使 われた と す る こ と

は で き な い。 こ こ で は 、 寺院 と 在 地 の 百姓 中 と に発 給 さ れた 直状形式の文 書 に 三極紙が利

用 さ れ て い る こ と を指摘 し て お き た い。

こ の よ う に 、 1 6世紀の後北条氏 の発給文書に お い て 、 三極紙は、 私文書 と 公文書 と の 区

別や充所の違い に 関係 な く 使用 さ れ る 文書料紙であ っ た こ と を 指摘で き る 。

と こ ろ で 、 戦 国 大名 の領国支配 に お い て 、 ど の よ う な 文書料紙が用 い ら れ て い る の か と

い う 基本的 な 問題 に つ い て は 、 鎌倉幕府 と 足利 幕府 の使用 し た 文書料紙 が 異 な る と い う よ

う に権力 と 文書料紙 と の 関係か ら 具体 的 に 言及 さ れ る べ き 課題 と い え る 。 つ ま り 、 紙が権

力 の象徴 と し て機能 し て い た と す る な ら ば、 戦 国 大名 の 領 国 毎 に 文書料紙 に相違 が あ っ た

と 想定 で き る の で は な か ろ う か。

そ れ で は 、 三極紙以外の料紙 を 後 北 条 氏 は発給文書の料紙 と し て用 い る こ と は な か っ た

の で あ ろ う か。

（二） 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書

こ こ で は 、 伊豆国 の 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書を検討対象 に し て 、 後 北条 氏 の発給文書に

ど の よ う な 料紙が使用 さ れて い る の か、 前述の課題 を 明 ら かに す る た め に文書料紙の紙質

の 分析 ・ 観察調査 を行 う こ と にす る 。

三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書 に は 、 後 北 条 氏 の発給文書が 17通残 さ れて い る 。 以 下 、 発給文

書 の紙質、 賛 回 数な ど の分析 ・ 調査 し た結果を表 皿 に示 し て み よ う 。
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表 皿 後 北条氏発給文書 E

No. 年 代 文書名 称 紙質 費 目 数 備 考

1 永 正 十 三 年 伊勢長氏判物 ＝ 極 1 4 ト 洗

伊勢長氏判物懸紙 ＝ 極 1 4 ト

2 永 正 十 四 年 伊勢長氏判物写 ＝ 極 ・ オ 1 5 ト

3 大永六年 北条氏綱判物 雁皮 1 5 ト

4 天文十二年 北条氏康判物 二 極 1 5 ト

5 永禄七年 北条家朱印状 コ 極 1 4 ト 填 （澱）

6 永禄十二年 北条氏政判物 コ 極 1 6 ト 洗

北条氏政判物懸紙 ＝ 極 1 5 ト 洗

7 永禄十二年 北条家朱印状 ＝ 極 ・ 椿 1 8 ノ 填 （麦）

8 永禄十二年 北条家朱印状 ＝ 極 1 6 ト

9 元亀二年 北条氏政判物 桑皮 2 0  ト 洗 ・ 填 （米）

北条氏政判物懸紙 コ 極 1 6 洗

1 0  元亀四 年 北条家朱印状 コ 極 1 5 ト

1 1  天 正元年 北条家朱印状 コ極 1 6 ト 洗

北条家朱印状懸紙 ＝ 極 1 5 洗

1 2  天正七年 北条家朱印状 コ 極 1 6 洗

1 3  天正十年 北条氏政願書 コ 植 1 5 ト

北条氏政願書懸紙 コ 極 1 5 ト

1 4  天正十 四 年 北条家朱印状 ＝ 極 1 8 

北条家朱印状懸紙 三極 1 8 

1 5 天正十五年 北条家朱印状 三極 1 8 ト

1 6  天正十六年 北条家朱印状 雁皮 1 5 ト

北条家朱印状懸紙 雁皮 1 6 ト

1 7  天正十六年 北条家朱印状 二 極 1 7 ト

＊ オ ＝ オ ニ シパ リ 、 ト ＝ ト ロ ロ ア オイ 、 ノ ＝ ノ リ ウ ツ ギ 、 洗 ＝ 繊維 の洗糠、 填 ＝ 填料、

（澱） ＝ 澱粉、 （麦） ＝ 小麦粉、 （米） ＝ 米糊
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オ ノ シパ リ と 三極紙 と は厳密 に は異 な る も の で あ る が 、 カ ジ ノ キ と コ ウ ゾ と を 区別 す る

こ と な く 緒紙 と 総称 し 、 ま た雁皮紙 も ガ ン ピ属植物 の総称で あ る よ う に 、 そ の特徴に顕著

な 差異 が判然 と し て 認 め ら れない場合 に はオ ノ シパ リ と 三極紙 と を意識的 に 区別す る 必要

は な い と 考 え る 。 む し ろ 、 連珠状の膨潤 を示す と い う 共 通 の 分析結果か ら 、 現在通用 し て

い る 三極紙 と し て 総称 し て表現 し た方 が 紙名 の利用 に お い て 有効 で あ る と 思 われ る 。

表 E に よ れば、 後 北 条 氏 の発給文書 に使われて い る 料紙 に は 、 三極紙、 雁皮紙、 桑皮紙

の 三種類で あ る 。 三極紙以外の料紙 と し て 、 雁皮紙、 桑皮紙、 三極紙 と 他 の紙 と の混合紙

が 後 北 条 氏 の発給文書の料紙 と し て 用 い ら れ る こ と を確認す る こ と が で き る 。

発 給文書料紙 の 内 訳 は三極紙 1 2 通 、 雁皮紙 2 通 、 桑皮紙 1 通 、 混合紙 2 通 で 、 三極紙は

混合紙 を含 め る と 後 北条氏発給文書の 文書料紙の約 8 割強 を 占 め る こ と に な る 。 後 北条 氏

が発給す る 文書の料紙 にお け る 三極紙の優位 は 、 東慶寺文書 と 同 じ く 三嶋大社 ・ 矢 田 部家

文 書 中 の 中 世文 書 に おい て も 認 め ら れ る 。 そ の結果、 1 6世紀初期 か ら 三極紙が後北条氏 の

発 給文書の 文書料紙 と し て使用 さ れて い る こ と を確かめ ら れ る 。

三極紙 を文書料紙 と し た発給文書 1 2通 の 内 訳 を みて み る と 、 印判状 1 1 通 、 願書 1 通 と な

る 。 印判状の 文書料紙 に 三極紙 を 使 う の は、 東慶寺文書 中 の後 北条氏発給文書 に お い て も

確 か め ら れ た通 り で あ る 。 換言す る な ら ば、 後 北条 氏 の発給文書の う ち 印判状、 書状、 願

文 の み で三植紙の使用例 が確認で き る も の の 、 軍事関係 の催促状 ・ 軍忠状 な どや訴訟文書

な ど の 文書料紙 に は三極紙 を 見 い だす こ と が で き な い と い え よ う 。

後 北 条 氏 に お い て 早雲 （ 1 432～ 1 5 1 9） 、 氏 綱 、 氏 康 、 氏 政 、 氏 直 の個 々 人 が 三極紙 を 文

書料紙 と し て 用 い て い る が 、 1 寸 当 た り の貫 目 数は発給者別 に相違が認 め ら れ る 。 つ ま り 、

早雲が発給 し た 文 書 に 用 い ら れた賛 目 数は 1 4 ・ 1 5本、 氏 綱 は 1 5本 、 氏 康 は 1 5本、 氏 政 は 1 5

・ 1 6本、 氏 直 は 1 7 ・ 18本 と い う よ う に抄紙に用 い る 賓 が 異 な っ て い る 。

こ の費 回 数の相違は三極紙の供給先 の相違、 あ る い は供給先 は 同 じ で も 紙漉 き の使っ て

い る 複数 の 賓 の 存在 に よ っ て違 い が 生 じ て い る の か ど う か に つ い て は今 の と こ ろ判別 し が

た い

な お 、 桑皮紙の抄紙 が 後 北 条 氏 の 支配地域内 に で あ る 程度普及 し て 行 われて い た と 推測

で き る 。 こ の桑皮紙の特徴は桑皮 の繊維 を紙料 と す る こ と で料紙の色味が薄黒 く な り が ち

で あ る 。 そ こ で、 料紙の 黒み を抑 え て 白 さ を 出すた め に 、 繊維 の洗搬 を行 い 、 米糊 を填料

と し て 用 い て いた と 推測 さ れ る 。

三極紙 に も 、 填料 と し て 澱粉な ど を利用 し て い る こ と が認 め ら れ る こ と か ら 、 填料は桑
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皮 紙 と 同 じ よ う に料紙 を 白 く す る 目 的 で加 え ら れた も の で あ っ た と 考 え ら れ 、 三極紙の色

味は本来 白 さ の な い も の で あ っ た と い え よ う か。 と す る な ら ば、 東大寺文書 に お い て確認

で き た遠江田蒲御厨か ら の文書に用 い ら れ て い た 三極紙の 紙色 で あ る 薄茶色が本来的 な 三

極紙の 色 味 で あ っ た と 想定で き そ う で あ る 。

（三） 粘剤

次 に 、 抄紙の過程で用 い ら れ る 粘剤 に 注 目 し て み る と 、 粘剤 に ト ロ ロ ア オイ と ノ リ ウ ツ

ギ と が利用 さ れて い る こ と が 判 明 す る 。 三極、 桑 、 雁皮 の繊維 を それぞれ単一 の紙料 と す

る 場合 に は ト ロ ロ ア オイ を粘剤 に 用 い て い る 。 と こ ろ が 、 紙料に三極 と そ れ以外の繊維 と

が 混合 し て使 われ る 場合 に は ト ロ ロ ア オイ の他 に ノ リ ウ ツ ギ の利用 も み ら れ る 。

現在の紙漉 き に お い て 、 ノ リ ウ ツ ギ は 夏 季 の 、 ト ロ ロ ア イ オ は冬季の紙漉 に お け る 粘剤

と し て利用 さ れ る 場合が 多 い と い われ て い る 。 ト ロ ロ ア イ オ は温度が 高 く な る と 、 痛みや

す く 、 粘度が低 く な る と い う 性質上、 夏 季に あ っ て は粘剤 と し て の価値 を減 じ て し ま う こ

と か ら 、 夏 季の紙漉 き に利 用 さ れ る こ と が 極 め て 稀 で、 あ っ た。 粘剤の 変 質 は抄紙の紙質の

品 質 を左右す る か ら 、 季節の違い に よ る 粘剤 の使 い 分 け が 図 ら れ て い る 。

紙漉 き は農閑 期 で あ る 冬季 にお け る 女性の仕事で あ る と さ れて い る が 、 ノ リ ウ ツ ギ を粘

剤 に使用 す る こ と に よ っ て 、 紙漉 き を 冬季 と 同 じ よ う に 夏 季 に も 行 う こ と が 可能 と な っ て

し 、 く 。 夏 季 に 紙漉 き を 行 う 必要性は料紙需要 の 増 加 を 背 景 と し 、 そ れ に 対応す る ひ と つ の

方法で あ っ た と 想定 で き ょ う か。

な お 、 ノ リ ウ ツ ギ の使用 は康和五年 （ 1 103） 伊豆 国 司 庁 宣 に て認 め ら れ る こ と か ら 、 遅

く と も 平安時代後期 に は紙漉 き の粘剤 と し て 用 い ら れて い る こ と に な る 。 そ の後 、 鎌倉幕

府 、 鎌倉府 な ど東国 に お け る 発給文書に ノ リ ウ ツ ギ の使用 例 を散見す る こ と が で き る 。

現存す る 三嶋 ・ 矢 田 部家 文書 にお け る 文書発給地域の東国 と 西国 と の 相 対 的 な 数量 に よ

る 違 い も あ る と 思われ る が 、 概 し て 東 国 の発給文書 に 多数 ノ リ ウ ツ ギ の利用 を確認で き る 。

ト ロ ロ ア イ オ、 ノ リ ウ ツ ギ の ど ち ら か を選択 し て利用 す る の は 、 夏季 ・ 冬季 と い う 季節 の

違 い の みで は な く 、 紙 漉 き 環境の相違す な わ ち 寒冷地域 と 温暖地域 と の相違や粘剤 と な る

ト ロ ロ ア イ オ ・ ノ リ ウ ツ ギ の 生育 ・ 栽培地域の相違な ど に よ る も の で あ る 可能性 も 否定で

き な い と 思 われ る 。

と こ ろ で 、 粘剤 で あ る ト ロ ロ ア イ オ ・ ノ リ ウ ツ ギ は 、 それぞれ別個 に 抄紙 に お い て使わ

れ る こ と が基本で あ る が 、 ト ロ ロ ア イ オ と ノ リ ウ ツ ギ と を併用 し て 漉 かれた文書料紙 を確
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認す る こ と が で き る 。

そ れ ら は南北朝時代以 降 の 文書で、 し か も 伊豆守護代寺尾氏 の発給文書に み ら れ る 稀有

な 例 で あ る 。 併用す る こ と に よ る 紙漉 き に お け る 利便性は不 明 で あ る も の の 、 夏季 と 冬季

と の端境期 にお け る 一時的 な利用 と すべ き で あ ろ う か。 こ の よ う に想定す る こ と が 可能 で

あ る な ら ば、 紙 漉 き は冬季 ・ 夏 季 の み な ら ず 1 年 中 抄紙 が 可能 と な っ て いた こ と を裏付 け

る も の と い え よ う か。

以 上の こ と を ま と め て み る と 、 東慶寺文書 と 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書 と の検討か ら 、 後

北 条 氏 の 時代で あ る 1 6世紀 に お い て 、 三極紙は 文書料紙 と し て 楢紙、 雁皮紙 よ り 高 い割合

で利用 さ れて い る こ と を 指摘で き る 。

そ こ で、 14 ・ 1 5世紀 にお け る 三極紙の 文書料紙 と し て の使 用 状 況 に つ い て 追 求 し て い く

こ と に し た い。

三、 南北朝時代の 三極紙

こ こ で は 、 後 北条氏以前つ ま り 14 ・ 1 5世紀の 中 世文書にお い て 、 三極紙が 文書料紙 と し

て使用 さ れて い る の か、 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文 書 を 素材 に し て 分析調査 を 行 っ た。 そ の結

果 を 以 下 、 表IVIこ示 し て み よ う 。

表W 文書料紙 と し て の三極紙

No. 年代 （西暦） 文書名 称 紙質 備 考

1 建武元年 （一 二 ＝ 四 ） 祐禅打渡状 三 極 ト 非

2 暦応元年 （ー コ ＝ 八） 民部丞某奉書 コ 極 ・ オ ノ

3 貞 和 三 年 （－ ＝ 四 七） 祐禅打渡状 三 極 ト
4 康安二年 （一 三 六二） 上杉頼重打渡状 コ 極 ト 洗

5 永 和 四 年 （ー コ 七 八 ） 鎌倉府奉行人連署奉書 ＝ 極 ト
6 永徳二年 （－ ＝ 八 二） 大石能重打渡状 ＝極 ・ 椿 ト 1先
＊ 非 ＝ 非繊維細胞 ： 非繊維細胞の有無及び洗糠の 有無 に よ っ て 、 生漉 き か漉 き 返 し か

の 区別 が で き る か。 非繊維細胞が あ り 、 洗樵 さ れて い な い も の は生漉 き 、 靭皮繊維

の みで非繊維細胞が な く 、 洗糠 さ れて い る も の が 漉 き 返 し。
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表W に よ れ ば 、 三極紙 を 文書料紙に使 っ て い る 文書の所見 は 、 建武元年祐禅打渡状か ら

永徳二年大石能重打渡状ま で の 6 通 で あ る 。 いずれ も 14世紀、 南 北 朝 時代の文書で、 文書

様式か ら み る と 、 打渡状 と 奉書 と の 下達文書に利用 さ れて い る のみで あ り 、 限定 し た使わ

れ方が行われ て い た と 考 え ら れ る 。 な お 、 No. 1 ・ 3 の 差 出 人 「祐禅J は伊豆国 目 代で あ る 。

ま た 、 No. 6 の 大 石能重打渡状は永徳二年九月 廿五 日 附鎌倉公方足利氏満御教書 （椿紙） 、

同年十月 十 六 日 附伊豆守護上杉憲方施行状 （椿紙） と い う 伝達系統 に位置付 け ら れ る も の

で あ る 。

と こ ろ が 、 同 じ 祐禅打渡状 で も 建武三年八 月 廿五 日 附打渡状の料紙 は三極紙で は な く 、

椿紙が文書料紙 と し て使われてい る 。 同 じ 打渡状に も かかわ ら ず 、 用 い ら れ る 文書料紙 に

相違の あ る こ と を確かめ ら れ る 。

そ こ で、 そ の他 の 打渡状に使用 さ れて い る 料紙の紙質 を 表 5 に みて み る と 、

表 V 打渡状の紙質

No. I 年 月 日

1 I 建武元年十月 十七 日

2 I 観応元年十二月 十九 日

3 I 観応 二年十一月 十六 日

4 I 康安二年六月 五 日

5 I 応安 二年 四 月 十三 日

6 I 応永八年正月 廿二 日

7 I 応永九年八 月 十 九 日

8 I 応永十三年閏 六 月 十五 日

9 I 応永廿二年十一 月 十五 日

1 0  l 応 永 廿 四 年五月 廿二 日

1 1  l 応永 廿五年八月 廿七 日

文 書 名 称

伊豆守護代石塔義房打渡状

伊豆守護代左衛門尉某打渡状

頼賢打渡状

妙香打渡状

上杉憲重打渡状

沙弥道康打渡状

伊豆守護代寺尾憲清打渡状

伊豆守護代寺尾憲清打渡状

伊豆守護代寺尾憲清打渡状

伊豆守護代寺尾憲清打渡状

伊豆守護代大石信重打渡状

開
一

椿

椿

楢

緒

椿

椿

椿

椿

椿

椿

椿

表 V に よ れば、 いずれ も 椿紙で あ り 、 三極紙の使用 は認 め ら れ な い。 南北朝時代 に お け

る 打渡状 の料紙 は椿紙 と 三極紙 と の併用 時代で あ っ た と い え よ う か。

三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書に お い て 、 南北朝時代の 文 書 中 に は三極紙 を 文書料紙 と し て 用

い た こ と を確認で き る 。
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四 、 鎌倉時代の 三極紙

鎌倉時代 にお け る 三極紙の 文書料紙の利用 に つ い て 、 管 見 の 限 り 確認 で き て い る の は 、

三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書 中 の治承 四 年 （ 1 180） 八月 十九 日 附源頼朝 下文案 の みで あ る 。

頼 朝 下 文 は 、 袖 の余 白 と 花押の位置 か ら み て 、 袖判 は後 に 書 き 加 え ら れた も の で あ り 、

ま た本文の筆跡か ら も 鎌倉 時代後期 頃 に 作成 さ れ た 写 文 書 で あ る と 指摘 さ れ て い る （湯山

賢一 「康安二年七月 六 日 鎌倉公方足利基氏御教書 と 治承 四 年八 月 十九 日 源頼朝袖判下文

案」 『古文書研究』 第 四 十三 号） 。 な お 、 料紙への 言及 は不詳 な 点 が少 な く な い と し て慎重

を き し て い る 。

紙質調査 の結果、 連珠状の膨潤 を 示す特徴が確認 さ れ 、 ま た 繊維組成や繊維の長 さ ・ 太

さ な ど か ら 料紙は三極紙 で あ る と 判 断 し た。 こ れに よ っ て 、 鎌倉時代の 文書料紙 に も 三極

紙 が用 い ら れて い た こ と を指摘で き る 。 し か も 、 案 文 と は い え 、 三嶋大社 に お い て 重書 と

さ れ る 文書の料紙に 三極紙が利用 さ れて い た こ と の意義は大 き い と い え よ う 。

玉、 平安時代の三極紙

平安時代 に お け る 三極紙の 文書料紙の利用 に つ い て 、 管 見 の 限 り 確認で き て い る の は 、

東大寺文書 中 の 4 通 、 三嶋大社 ・ 矢 田 部家文書 中 の 康和五年 （ 1 103） 伊豆 国 司庁宣、 青蓮

院所蔵 に な る 円 仁入唐請来書 目 録で あ る 。

東 大 寺文書の 4 通 は 、 ①命覚書状 、 ②文書 目 録断筒 、 ③水成瀬庄 田 堵等解案文 、 ④某圧

民等連署請文案文で 、 いずれ も 院政期の文書で あ る 。 そ の う ち 、 ③ ・ ④案文の料紙 そ の も

の に注 目 し て み る と 、 厚 さ 0 ・ 095皿、 密度 0 ・ 27 g /cm 、 賓 目 数1 8本 、 紙色 は茶 、 地合

はム ラ が 多 い 、 填料 な し 、 板 目 な し 、 刷毛 目 な し 、 と い う よ う に 多 く の共通点 を確認 で き

る 。 残存す る 2 通 の③ ・ ④案 文 に 、 抄紙上 に お け る 多 く の 共 通 点 を認 め る こ と が で き る こ

と か ら 、 同 一 の 生産 地 に お い て 抄紙 さ れた可能性が極 め て 高 い と い え よ う 。 と すれな ら ば、

東 大 寺 に お け る 三極紙の入手先 あ る い は供給先 は 、 か な り 限 定 さ れて い た と こ ろ で あ っ た

と 推測 で き ょ う 。 ま た 、 東大寺の 文書作成 に お い て 、 三極紙が使用 さ れて い る 正 文 に は確

認 で き ず、 案 文 の文書料紙 と し て の み利用 さ れて い た こ と に な る 。 換言すれば、 三極紙は

正 文 の 文書料紙 と し て 認識 さ れて い な か っ た が ゆ え に 、 使用 さ れな か っ た こ と に な る 。 そ
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れ は 、 文 書 作成 に お け る 正 文 と 案文 と の相違が 文書料紙の相違に結びつ い て い る こ と の証

左 と も な ろ う 。

康和五年伊豆国 司庁 宣の料紙は洗糠 の 少 な い三極 を原料に し て 、 填料に 白 土 を 用 い 、 米

糊 を加 え て 、 ノ リ ウ ツ ギ を使 っ て 漉かれて い る 。 白 土 と 米糊 と に よ っ て 、 料紙の 色 味 を で

き る だ け 白 く す る よ う に抄造 さ れて い る 。 こ う し た 工夫は三極紙の褐色の 色 味 に 対す る ひ

と つ の 方 策 で、 あ っ た と 考 え ら れ る 。

同 じ伊 豆 国 司 庁 宣 で は あ る も の の 、 建長元年 （ 1 249） の料紙に は椿紙が使われ て い る 。

鎌倉時代 に な っ て 、 伊豆国 司庁宣の文書料紙が 三極紙か ら 椿紙へ と 変 わ っ て い る こ と に な

る が 、 文書料紙 と し て の 抄紙 工程 に お い て は填料に 白 土 を 用 い て い る こ と 、 米糊 を加 え る

こ と 、 粘剤 に ノ リ ウ ツ ギ を使 っ て い る こ と は共通 し て い る 。 つ ま り 、 平安時代 と 鎌倉時代

の伊豆 国 司 庁 宣 に あ っ て 、 時代の変遷 と と も に抄紙に用 い る 原料の変化はみ ら れ る が 、 同

じ作業工程に よ る 抄紙が行われて い た こ と に な る 。

円 仁入唐請来書 目 録の料紙は紗漉 き の 三極紙 （厚 さ 0 ・ 09皿、 密度 0 ・ 48 g /cm） で あ

る 。 嘉祥三年 （ 1 108） の 院 昭 の 書写 に な る （文化庁文化財保護部美術学芸課 『平成七年度

指定文化財修理報告書 美術工芸品篇』） 。

こ の よ う に 寺院文書 に お け る 根本文書 と い う べ き 目 録 の文書料紙に 三極紙が使用 さ れて

い る 意義 は 文書料紙論 を構築 し て い く 上 に お い て 極め て 大 き い。

文書料紙以外 に も 三極紙の利用 が 認 め ら れ る 。 そ れ は 『高野雑筆集』 で あ る 。 承安元年

( 1 1 7 1 ） 六 月 に勧修寺の僧範果 に よ っ て 書写 さ れた典籍で あ る （ 文化庁文化財保護部美術

学芸課 『 平成十一年度 指 定 文化財修理報告書 美術工芸品篇』） 。 こ の 他 に も 、 醍醐寺聖

教の室町時代 中 期 の 古 写本 で あ る 『高 野物語』 の料紙 と し て 三極紙が使われてお り （拙稿

「醍醐寺史料 と そ の修理J 、 湯 山 賢一編 『文化財学の課題 和紙文化の継承』、 勉誠出版 、

平成 1 8年） 、 典籍料紙 に も 三極紙が 平安時代後 期 か ら継続的に利用 さ れて い る こ と を確認

し て お き た い。

お わ り に

こ こ ま で、 明 ら か に し て き た 中 世の三極紙の 特徴 を ま と め て み る 前 に 、 近世後期以降の

三極紙の紙質の特徴 を 改 め て 確認 し て お く と 、 ①繊維 は細長 く 、 均質で光沢が あ る 、 ②紙

質は徽密 で 、 墨乗 り が 良 く 、 書 き やす い 、 ③紙色は茶褐色 で あ る 、 等 々 が あ げ ら れ る 。 こ
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れ ら の特徴は近世後 期 以 降 の 三極紙の も の で あ る の み な ら ず 、 中 世 の 三極紙 に も 基本的 に

共 通 す る と こ ろ で あ る 。

し か し 、 近世初期 の も の は粗悪で劣悪 な 紙 に し か漉かれ な か っ た と も い われ る 。 こ う し

た 近 世 に お け る 三極紙の 特徴の相違は 、 紙漉 き の手法や原料そ の も の の違 い に 起 因 す る も

の と 考 え ら れ る 。 近世初 期 の 三極紙は 、 そ の原料が天然か栽培か の 区別 は判然 と で き な い

も の の依然 と し て 天然 の 三極がおそ ら く 主 要 な 部分 を 占 め て い た の で あ ろ う 。 ま た 、 紙漉

き の 手法 は 中 世以来の伝統的 な技法に基づい て 抄紙 さ れて い た と 想起 さ れ る 。 つ ま り 、 近

世 後 期 に お け る 紙漉 き の技術革新は大 き く 紙漉 き の世界の様相 を 一変 さ せた こ と に な る 。

そ こ で、 中 世 の 三極紙 に認 め ら れ る 特徴 を 、 以 下 に 記 し て み よ う 。

①表面 （文字面） に の み横 に通 る 顕著 な 貫 目 が み え る 。

②責 目 は裏面か ら ほ と ん どみ え な い。

③色味 と し て は薄い赤茶色 を 呈す る も の が 多 い。

④紙の地合 が 滑 ら かで あ る 。

し か し な が ら 、 こ う し た分析 ・ 観察 に よ っ て 得 ら れた 文書料紙 に用 い ら れ て い る 三極紙

に 関 す る 見解 に 妥 当 性 を も たせ る た め に も 、 よ り 多 く の 三極紙の確認が 不可欠 な状況に あ

。スU
そ こ で 、 中 世三極紙の特徴を念頭 に お い て 、 三極紙の産地 と さ れ る 伊豆以外 の 地 で あ る

駿河、 甲 斐 を戦国期 に お い て 支配 下 に 置 い た今川 氏 、 武 田 氏 の発給文書に 関 す る 文書料紙

の紙質調査 を 実施す る こ と が今 後 の 課題 と な ろ う 。

な お 、 荻野三七彦は 「古文書蒐集 と 問題点」 （『 日 本古文書学 と 中 世文化史』、 吉川 弘文

館、 平成 7 年） に お い て 、 磐城国結城 白 川 文書 中 の慶長二年 （ 1 597） 九 月 九 日 附結城晴朝

書状 に つ い て 、 文書料紙は褐色で 、 横漉 目 の あ る 特殊 な 地方紙で、 い ま だ に解明 で き て い

な い と し て い る 。 し か し 、 こ の文書料紙の特徴 で あ る 横漉 目 と は 、 三極紙で顕著 に み ら れ

る 責 目 を 表現 し て い る も の に相違 な く 、 ま た褐色の紙色は三極紙の色味の特徴 を 示 し て い

る こ と か ら 、 結城晴朝書状の料紙は三極紙で あ る と 結論付 け る こ と が で き る 。 と す る な ら

ば、 今川 ・ 武 田 氏以 外 の 東 国戦国期 にお け る 文書の代表 と い う べ き 上杉家文書の本格的 な

調査 も 不 可避な こ と に な る で あ ろ う 。

文 書料紙 の 実見 ・ 観察 に よ っ て も 、 紙質の判断 は あ る 程度 可 能 で あ る も の の 、 やは り 紙

質調査に は巻子装 に な っ て い な い生な原本 が 不 可 欠 で あ り 、 こ う し た 条件 を そ ろ え て い る

東 国 の文 書の総合的 な調査が求 め ら れて い る と 思われ る 。
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