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連    
載

書
写
の

用
具
研
究

今
回
は
、
和
紙
を
専
門
に
扱
う
山や

ま

形が
た

屋や

紙か
み

店て
ん

︵
東
京
都
千
代
田
区
︶
へ
。

明
治
十
三
年
の
創
業
以
来
、
和
紙
ひ
と
す
じ
の
お
店
で
す
。

宮
内
庁
御
用
達
で
も
あ
り
、
歌う

た

会か
い

始は
じ
め

の
と
き
に
使
う
紙
な
ど
を
宮
中
に

納
め
て
い
ま
す
。
店
主
の
田た

記き

有ゆ
う

子こ

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

│
│
和
紙
の
原
料
は
何
で
す
か
。

　

古
く
は
麻
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
、
コ
ウ
ゾ
（
※
１
）、
ミ
ツ
マ
タ
（
※
２
）、

ガ
ン
ピ
（
※
３
）
と
い
う
三
種
類
の
木
の
皮
の

繊
維
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
（
※
４
）
と
い
う
植
物
の
根
に

含
ま
れ
る
粘
液
を
糊の
り

と
し
て
使
い
ま
す
。

　

コ
ウ
ゾ
は
繊
維
が
長
く
絡
み
合
う
性
質
が
あ

り
、
し
っ
か
り
と
し
た
強
い
紙
に
な
り
ま
す
。

墨
の
に
じ
み
や
か
す
れ
を
表
現
し
や
す
く
、
漢

字
を
書
く
と
き
に
向
い
て
い
ま
す
。
ミ
ツ
マ
タ

は
、
繊
維
が
短
く
柔
軟
な
の
で
、
緻
密
な
紙
に

な
り
ま
す
。
墨
が
に
じ
み
に
く
く
、
仮
名
を
書

く
の
に
向
い
て
い
ま
す
。
ガ
ン
ピ
は
、
繊
維
が

短
く
光
沢
が
あ
る
た
め
、
紙
の
表
面
が
美
し
く

な
め
ら
か
に
な
り
ま
す
。
か
な
料
紙
な
ど
に
使

わ
れ
ま
す
。

　

基
本
的
に
、
和
紙
に
は
コ
ウ
ゾ
が
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
こ
に
ミ
ツ
マ
タ
や
ガ
ン
ピ
を

混
ぜ
て
、
な
め
ら
か
さ
や
繊
細
さ
を
出
し
ま
す
。

　

書
道
半
紙
は
、
原
料
や
漉
き
方
の
違
い
で
、

随
分
と
書
き
味
が
変
わ
り
ま
す
。
に
じ
み
が
ふ

わ
っ
と
出
る
も
の
、
か
す
れ
が
強
く
出
る
も
の

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
中
学
生
の
み
な
さ
ん

ん
に
は
、
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
な
半
紙
を
試
し
て
み

和
紙
の
原
料

│
│
い
ろ
い
ろ
な
和
紙
が
置
い
て
あ
り
ま
す

ね
。

　

う
ち
の
店
で
は
、
書
道
半
紙
の
他
、
奉
書
紙
、

千
代
紙
、
障
子
紙
、
手
芸
用
和
紙
は
も
ち
ろ
ん
、

便
箋
や
は
が
き
な
ど
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
お
店

に
置
く
和
紙
は
、
な
る
べ
く
和
紙
職
人
の
工
房

を
訪
れ
、
職
人
と
話
を
し
な
が
ら
決
め
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
実
際
に
職

人
が
和
紙
を
漉す

い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
り
、

そ
の
土
地
の
自
然
に
触
れ
た
り
す
る
と
、
和
紙

に
対
す
る
愛
着
が
全
然
違
っ
て
き
ま
す
か
ら
。

大
変
で
す
が
、
で
き
る
だ
け
工
房
へ
出
向
く
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

│
│
和
紙
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
作
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
か
。

　

川
の
上
流
付
近
な
ど
、
き
れ
い
な
水
の
あ
る

と
こ
ろ
で
す
ね
。
ま
た
、
暑
い
場
所
は
和
紙
作

り
に
向
き
ま
せ
ん
。
冷
た
く
て
き
れ
い
な
水
で

和
紙
を
漉
く
と
、
締
ま
っ
た
よ
い
紙
に
な
る
ん

で
す
。

　

和
紙
は
、
全
国
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
作
ら
れ

て
い
ま
す
（
左
図
参
照
）
。
う
ち
の
店
で
取
り

扱
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
福
井
県
の
越
前
和
紙

や
、
高
知
県
の
土
佐
和
紙
が
多
い
で
す
ね
。
岐

阜
県
の
本ほ
ん

美み

濃の

紙し

、
埼
玉
県
の
細ほ
そ

川か
わ

紙し

、
島
根

県
の
石せ
き

州し
ゅ
う

半は
ん

紙し

は
、
昨
年
十
一
月
に
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
で
、
ご
存

じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

和
紙
の
産
地

イ
ラ
ス
ト
：
北
村
ケ
ン
ジ

書道半紙はもちろん，障
子紙や便箋など，和紙っ
て，身近な存在だよね。

どんなお話が聞けるの
か，楽しみだね。 3

教
え
て
！ 

紙
の
こ
と
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▲便箋やはがきなどが所狭しと並ぶ店内。

※１　コウゾ　クワ科の低木植物。　　　　※２　ミツマタ　ジンチョウゲ科の植物。
※３　ガンピ　ジンチョウゲ科の植物。栽培が難しく，製紙原料としての供給量は少ない。
※４　トロロアオイ　アオイ科の植物。根から粘液が取れ，和紙の原料として使われる。

和紙の主な産地
全国には数多くの和紙の産地がありますが，ここでは
代表的なものをピックアップしてご紹介します。

宮城県　白
しろ

石
いし

和紙
「蔵王紙」「みちのく紙」とも
称される。日本画の大家・川

かわ

合
い

玉
ぎょく

堂
どう

が好んだ和紙。

福井県　越
えち

前
ぜん

和紙
1500 年の長い歴史があり，
その紙質のよさで全国に名を
知られる。日本最大の産地。

島根県　石
せき

州
しゅう

和紙
特に「石州半紙」が有名。緻
密で耐久性があり，文化財の
修復などにも用いられる。

京都府　黒
くろ

谷
たに

和紙
今では全国でも珍しい純粋な
手漉き和紙の産地。素朴で味
わい深いのが特長。

福岡県　八
や

女
め

和紙
繊維の長い九州産楮を使用し
ているため，強靭で優美な独
特の趣がある。

栃木県　烏
からす

山
やま

和紙
那
な

須
す

楮
こうぞ

とよばれる良質なコウ
ゾの生産地。那須楮で漉いた
紙は，丈夫で耐折力に優れる。

埼玉県　小
お

川
がわ

和紙
代表的なものに ｢細川紙｣ と
呼ばれる楮紙がある。極めて
強靱で雅味があるのが特長。

岐阜県　美
み

濃
の

和紙
「本美濃紙」は障子紙の最高
級品として有名。江戸幕府の
御
ご

用
よう

紙
し

の指定を受けていた。

高知県　土
と

佐
さ

和紙
和紙の種類が豊富。「土

と

佐
さ

典
てん

具
ぐ

帖
じょう

紙
し

」は，世界一薄い手漉
きの紙として知られる。
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3
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
お
店
に
来
て
「
書
き
初
め

用
の
半
紙
を
探
し
て
い
ま
す
」
と
か
「
練
習
用

に
気
軽
に
使
え
る
半
紙
が
欲
し
い
で
す
」
と
か

用
途
を
教
え
て
も
ら
え
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
相

談
に
乗
り
ま
す
よ
。

　

半
紙
は
一
帖じ
ょ
う

（
二
十
枚
）
か
ら
売
っ
て
い
ま

す
。
手
漉
き
で
も
、
一
帖
数
百
円
で
買
え
る
も

の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
時
に
は
清
書
用
に
、
よ

い
紙
を
使
っ
て
み
る
と
、
気
も
引
き
締
ま
る
し
、

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
最
後
に
、
和
紙
の
魅
力
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

和
紙
は
、
コ
ウ
ゾ
を
刈
り
取
っ
て
、
そ
れ
を

蒸
し
て
、
皮
を
剥は

い
で
…
…
と
、
作
る
の
に

た
い
へ
ん
な
手
間
が
か
か
り
ま
す
（
Ｐ
31
参
照
）。

だ
か
ら
こ
そ
、
独
特
の
美
し
い
風
合
い
が
あ
り
、

何
年
経
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
強
度
が
あ
り
ま

す
。
よ
く
、
和
紙
は
千
年
も
つ
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
う
ち
の
お
店
に
は
、
明
治
時
代
の
大
福
帳

（
右
写
真
）
が
残
っ
て
い
て
、
百
年
以
上
経
っ
た

現
在
で
も
、
文
字
が
し
っ
か
り
読
め
、
紙
が
擦

り
切
れ
ず
き
れ
い
な
状
態
を
保
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
は
、
書
道
半
紙
に
書
い
て
失
敗
す

る
と
、
半
紙
を
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
お
う
と
す

る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
和
紙
は
と
て
も
丈
夫
な

の
で
、
ち
ょ
っ
と
失
敗
し
た
か
ら
っ
て
捨
て
る

の
は
、
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
。
書
く
場
所
が

な
く
な
る
ぐ
ら
い
、
隅
々
ま
で
書
い
て
、
紙
に

「
あ
り
が
と
ね
」
っ
て
言
っ
て
か
ら
、
捨
て
て

ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

　

昔
は
、
使
っ
た
半
紙
を
捨
て
ず
に
、
箱
の
裏

張
り
紙
に
使
っ
た
り
、
割
い
て
は
た
き
に
し
て

使
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
（
右
写
真
）。
ぜ
ひ
、

み
な
さ
ん
に
も
紙
を
大
事
に
使
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
紙
屋
さ
ん
か
ら
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

│
│
は
い
！
　
練
習
用
紙
一
枚
も
、
大
事
に

使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

い
つ
か
手
漉
き
の
上
質
な
紙
に
書
い
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

和
紙
が
で
き
る
ま
で
　長な

が

良ら

川が
わ

や
板い
た

取ど
り

川が
わ

の
清
流
に
恵
ま
れ
た
岐
阜
県
美
濃
市
は
、

良
質
の
コ
ウ
ゾ
が
多
く
取
れ
、
古
く
か
ら
和
紙
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

美
濃
和
紙
が
で
き
る
ま
で
の
、
主
な
工
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

コウゾを蒸し，皮を剥
は

ぐ

刈り取ったコウゾを同じ長さに切りそろ
えて蒸す。その後，蒸したコウゾの皮を
剥ぎ取る。木の皮は，黒皮，甘皮，白皮
の３層から成り，美濃和紙では，白皮を
使う。

1

川に晒
さら

す

白皮を水に浸し，水に溶けやすい不純物
を除いて柔らかくする。昔は ｢川晒し｣
といって，川の流れに２・３日 白皮を浸
した。現在は作業場の水槽で行われるこ
とも多い。

2

煮た原料を打つ

白皮を大釜で２時間ほど煮る。その後，
水に浸し，手作業で丹念に塵を取り除く。
その後，原料を石の板の上に置き，木槌
で叩いて繊維をほぐす。現在では，この
作業を機械で行うことも多くなった。

3

紙を漉く　
叩いた原料とトロロアオイの根から抽出
した液を，水の中に入れてよく混ぜ合わ
せる。そして，その紙料をすくって，簀

す

桁
けた

と呼ばれる道具の上で揺すり，均一に
広げ，紙の層をつくる。

4

紙を乾かす

漉き上げた紙を，圧搾機にかけて水分を
搾り取る。その後，まだ湿っている紙を
丁寧にはがし，干し板に張り付け乾燥さ
せる。最後に，乾燥した紙を一枚一枚検
品し，規格寸法に合わせて裁断する。

5

～
美
濃
和
紙
編
～

和
紙
の
よ
さ

協力：美濃和紙の里会館

株式会社 山形屋紙店
東京都千代田区神田神保町2‐17
Ｔ Ｅ Ｌ　03‐3263‐0801
営業時間　10：00 ～ 18：00
定 休 日　土・日・祝日
Ｕ Ｒ Ｌ 　www.yamagataya-kamiten.co.jp

▲和紙で作ったはたきは，
お店でも販売されている。

▲お店で保管されている大福帳
（昔，商家で使われていた帳簿）。
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▲「和紙は，手をかけて作られているもの。
大事に使ってほしい」と話す田記さん。
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