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ひみつ１ 

駿河
す る が の

国
く に

…昔
むかし

の国名
こ く め い

の呼
よ

び名
な

。現在の静岡市、富

士宮市、富士市、沼津
ぬ ま づ

市、

裾野
す そ の

市、御殿場
ご て ん ば

市などが

含まれます。 
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駿河半紙ってなに ?  

 

江戸
え ど

時代の中ごろから、駿河
す る が の

国
く に

ではミツマタの木
き

の

皮
か わ

を原料
げんりょう

にした紙漉
か み す

き(紙づくり)が盛
さ か

んになりました。

この紙はしなやかで墨
す み

つきがよく、書道
し ょ ど う

用紙
よ う し

や木版
も く は ん

用

紙として庶民
し ょ み ん

にも広
ひ ろ

く用
も ち

いられ、江戸の町へたくさん

出荷
し ゅ っ か

されるようになりました。そこで、駿河国の紙は

駿河
す る が

ものとか駿河
す る が

半紙
は ん し

と呼
よ

ばれました。 

駿河半紙の産地
さ ん ち

として、主
お も

に興
お き

津川
つ が わ

流域
りゅういき

や芝川
し ば か わ

流域

が知られていますが、富士郡原
は ら

村(現
げ ん

富士宮市原)では、

渡辺
わ た な べ

兵
ひょう

左
ざ

衛門
え も ん

定賢
さ だ た か

が、ミツマタを原料にした紙を漉き

はじめ、村をあげて生産
せ い さ ん

に取
と

り組
く

みました。また、近
ち か

く

の村々
む ら む ら

にも広
ひ ろ

がり、駿河半紙の産地
さ ん ち

となりました。 

明治
め い じ

時代になって、渡辺定賢の子孫
し そ ん

である渡辺登
と

三郎
さ ぶ ろ う

は、駿河半紙の発展
は っ て ん

のために、ミツマタ栽培
さ い ば い

や植林
しょくりん

事業
じ ぎ ょ う

を進
す す

めました。また、製紙
せ い し

工場
こうじょう

の設立
せ つ り つ

にもかかわ

り、郷土
き ょ う ど

の発展
は っ て ん

に尽
つ

くしました。 

 

◇ことばの説明 

 

ミツマタ(三椏)ってどんな木 ？ 

 

 ミツマタは、3月から 4月ごろにかけて、三つ叉
ま た

にわか

れた枝
え だ

の先
さ き

に黄色
き い ろ

い花を咲
さ

かせます。枝わかれしてい

る部分
ぶ ぶ ん

は、必
かなら

ず３つにわかれているのでこの名前
な ま え

がつ

けられたようです。 

 

ミツマタの木の皮
か わ

の繊維
せ ん い

は、細
ほ そ

く強
つ よ

いのが特徴
とくちょう

です。 

また、種
た ね

を取
と

ったり挿
さ

し木をしたりして増
ふ

やすことが 

でき、栽培することができます。 

紙の原料として、古来
こ ら い

より雁皮
が ん ぴ

、楮
こうぞ

の植物
しょくぶつ

が使われ

てきましたが、楮だけでなくミツマタも栽培すること

で、紙の生産量
せいさんりょう

が増
ふ

えました。ミツマタは、雁皮、楮

とともに、和紙
わ し

の三
さ ん

大
だ い

原料の一つです。 

  

 

               

 

紙
か み

 漉
す

 き のようす 

 

雁皮
が ん ぴ

 

楮
こうぞ
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ひみつ３ ひみつ２          ミツマタ栽培 

 

 駿河半紙の生産が増えるにつれ、原料であるミツ

マタの栽培も盛
さ か

んになり、駿河国だけでなく全国
ぜ ん こ く

に

広がっていきました。明治時代になり、ミツマタが

紙幣
し へ い

の原料に用
も ち

いられるようになると、その価格
か か く

が

たいへん高
た か

くなりました。農産物
の う さ ん ぶ つ

の中で最
もっと

も利益
り え き

の

多い作物
さ く も つ

となっていました。 

富士山麓
さ ん ろ く

の村々では、競
き そ

ってミツマタの栽培をす

すめ、たんぼにミツマタを植
う

える人もいたそうです。 

渡辺登三郎は、ミツマタが高く売
う

れることに注目
ちゅうもく

し、天子ヶ岳
て ん し が だ け

山麓
さ ん ろ く

の官
か ん

林
り ん

３００町歩
ち ょ う ぶ

をかりて、大規
だ い き

模
ぼ

なミツマタ栽培をすすめました。 

春には山一面
い ち め ん

にミツマタの花が咲き誇
ほ こ

り、さぞか

しきれいな景色
け し き

だったでしょうね。 

 

 

 

ところが、全国的にミツマタをたくさんつくりす

ぎて価格が暴落
ぼ う ら く

し、白糸のミツマタ園
え ん

は荒廃
こ う は い

してし

まいました。渡辺登三郎は、このままではいけない、

なんとかしなくてはと考えていました。 

渡辺登三郎は、ミツマタを原料にして、機械
き か い

で紙

を抄
す

くことを思いつきました。そうすれば、ミツマ

タがたくさん使
つ か

われ、ミツマタ園を立
た

て直
な お

すことが

できるのではないかと考えました。 

 

◇ことばの説明 

 官
か ん

林
り ん

 … 国のものである 林
はやし

 

３００町歩
ち ょ う ぶ

 …１町歩は、一辺が 100mの正方形 

の広さです。300町歩は、その 300倍で、ほぼ縦 

1000m横 3000mの長方形の広さです。 

 

 

        製 紙 の 機 械 化 

 

機械を使って紙をつくるようになったのは、明治

５年ころからで、イギリス、アメリカやドイツから

機械を輸入
ゆ に ゅ う

して始
は じ

まりました。製紙
せ い し

の機械化
き か い か

ととも

に、消費
し ょ う ひ

される紙も和紙から洋紙
よ う し

へと変
か

わっていき

ました。そのような変化
へ ん か

の中で、渡辺登三郎は、和

紙の原料であったミツマタを機械で抄
す

き、生産
せ い さ ん

コス

トを下げることで、ミツマタの消費
し ょ う ひ

拡大
か く だ い

を考えたの

でしょう。和紙は、1枚 1枚手
て

漉
す

きで、生産コスト

が高くつきますが、機械で抄くと大量
たいりょう

に生産でき、

価格
か か く

が安
や す

くなります。 

 

 

 

渡辺登三郎の考えは、はじめてのことで、まわり

の人にはすぐに理解
り か い

されませんでした。しかし、そ

のときの静岡県令
け ん れ い

(知事
ち じ

)の大迫真
お お さ こ た だ

清
き よ

は、渡辺登三郎

の新しい挑戦
ちょうせん

を理解し、助成金
じ ょ せ い き ん

を出しました。また、

東京の製紙会社の社長であった渋沢
し ぶ さ わ

栄一
え い い ち

も協力して

くれ、試験
し け ん

抄きを成功
せ い こ う

させました。 

この紙は、宮内省
く な い し ょ う

の役人
や く に ん

である山岡
や ま お か

鉄
て っ

舟
しゅう

のはから

いで、すべて買
か

い上
あ

げられ、赤坂
あ か さ か

仮皇居
か り こ う き ょ

の壁紙
か べ が み

に使

われました。 

 この挑戦で自信
じ し ん

をもった渡辺登三郎は、郷土
き ょ う ど

に製

紙工場をつくる夢
ゆ め

を持
も

ち、大迫真清に相談
そ う だ ん

に行きま

した。 

 

◇ことばの説明 

「漉
す

く」と「抄
す

く」… 手漉きと機械抄きのよう

に、人手による手作りの場合は「漉」、機械による

ときは「抄」が一般的に使われます。 

生産
せ い さ ん

コスト … 一つのものをつくるお金
か ね

。 

 

天子ヶ岳山麓のミツマタ園を想像した景色 

 

印刷局 国産第 1号の抄紙機
し ょ う し き

 (明治 14年)  
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ひみつ４ ひみつ５           富士製紙工場の誕生 

 

渡辺登三郎は、静岡県令の大迫真清の紹介
しょうかい

で、水力
すいりょく

利用
り よ う

による製紙を考えていた官僚
かんりょう

出身
しゅっしん

の河瀬
か わ せ

秀
ひ で

治
じ

や

製紙に詳
く わ

しい村田
む ら た

一郎
い ち ろ う

と出会
で あ

い、製紙工場を設立す

ることになりました。 

はじめは、富士郡原田
は ら だ

村(現富士市原田)に富
ふ

陽
よ う

製

紙という会社を計画
け い か く

しましたが、原料を木材パルプ

にすることになり、富士郡入山瀬
い り や ま せ

村(現富士市入山

瀬)に変更
へ ん こ う

になりました。大きな水車
す い し ゃ

を回
ま わ

してその力

で木材
も く ざ い

をくだいて製紙の原料をつくりました。その

ために水量
すいりょう

のある潤
う る

井川
い が わ

沿
ぞ

いの場所
ば し ょ

が選
えら

ばれました。

渡辺登三郎は、場所の選定
せ ん て い

をはじめ大きな役割
や く わ り

を果
は

たしました。富士製紙会社は、明治 21年 11月から

着工
ちゃっこう

し、明治 23年 1月 4日に操業
そうぎょう

をはじめ、日本を

代表
だいひょう

する製紙会社になりました。 

 

 

 

この工場
こうじょう

で働
はたら

く人が約 500人、やがて、第 2工場

が小泉
こ い ず み

に、第 3工場が源
げ ん

道寺
ど う じ

に、さらに芝川
し ば か わ

にも

四日市
よ っ か い ち

製紙工場が建設
け ん せ つ

されました。大勢
お お ぜ い

の人たちが

働く場を得
え

て、紙の町として栄
さ か

えていく元
も と

になりま

した。 

駿河半紙から始まった紙づくりの営
いとな

みは、富士
ふ じ

山麓
さ ん ろ く

の豊富
ほ う ふ

な水の恵
め ぐ

みを受
う

け、多くの人々の努力
ど り ょ く

に

よって、日本一の製紙の町をつくったといえます。 

 

◇ことばの説明 

木材パルプ … 木材などの植物原料を機械的
き か い て き

ま 

たは化学的
か が く て き

に処理
し ょ り

して繊維
せんい

を取り出した状態
じょうたい

のも 

の。 

 

 

        ミツマタ栽培のなごり 

           

富士製紙株式会社では、木材、ぼろ布
ぬ の

、藁
わ ら

などを

主
お も

な原料とし、ミツマタを原料にした紙はつくられ

ませんでした。 

故郷
ふ る さ と

への思いをあきらめずにいた渡辺登三郎は、

大正
たいしょう

6年、白糸
し ら い と

村の熊
く ま

久保
く ぼ

にミツマタを原料とした

製紙工場をつくり、コピー紙、駿河半紙の生産を始
は じ

め

ました。しかし、原料のミツマタは、富士山麓では

白かび病
びょう

の発生
は っ せ い

でほとんどなく、高知県
こ う ち け ん

から取
と

り寄
よ

せていました。工場の収益
しゅうえき

は、期待
き た い

するほどではな

かったようで、しだいに廃
す た

れていきました。 

ミツマタ栽培・和紙づくりのなごりは、昭和期
し ょ う わ き

の

戦後
せ ん ご

まであったようです。半野
は ん の

区誌
く し

によると、「半野

区の八幡宮
は ち ま ん ぐ う

の境内
け い だ い

には、昔ミツマタを蒸
ふ

かした大き

な鉄
て つ

釜
が ま

が置
お

かれていました。蒸かされ皮をむかれた 

ミツマタの皮は、お札用
さ つ よ う

として仲買人
な か が い に ん

を通
つ う

じて造幣
ぞ う へ い

局
きょく

へ運
は こ

ばれていました。」とあります。 

 

 

今でも、天子ヶ岳山麓にミツマタが自生
じ せ い

している

のは、昔、白糸がミツマタの栽培地、駿河半紙の生
せ い

産地
さ ん ち

だったことを物語
も の が た

っています。 

そして、渡辺登三郎がてがけたミツマタ園をはじ

め白糸村村有
そ ん ゆ う

林
り ん

は、村民の共同
きょうどう

作業
さ ぎ ょ う

によって植樹
しょくじゅ

や

手入
て い

れが行われ、現在の白糸財産
ざ い さ ん

区
く

区
く

有
ゆ う

林
り ん

として引
ひ

き継
つ

がれています。 

◇ことばの説明 

白糸
し ら い と

村 … 明治 22年、富士郡原
は ら

村、内野
う つ の

村、佐
さ

 

折
お り

村、半野村、狩宿
か り や ど

村が合併
が っ ぺ い

して、白糸村になり 

ました。そして、昭和 33年 3月に富士宮市と合併 

しました。 

 

明治 20 年代の富士製紙会社  

 

半 野 区 の 八 幡 宮 
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豆知識          和紙のはじまり

 

はじめて紙がつくられたのは、今から 2100年から 2200年前こ

ろの中国だったと伝えられています。「後
ご

漢書
か ん し ょ

」に、西暦
せ い れ き

105年に

蔡倫
さ い り ん

という人が紙をつくり帝
みかど

に献上
じょう

したとあることから、紙の

発明者
は つ め い し ゃ

とされています。   

中国の紙づくりは、その後、数世紀後
す う せ い き ご

に朝鮮
ちょうせん

半島
は ん と う

をへて、日本

に伝わりました。７世紀の高句
こ う く

麗
り

の僧
そ う

の曇
ど ん

徴
ちょう

によってもたらされ

たといわれています。 

 

 

紙は、貴族
き ぞ く

や役人
や く に ん

が記録
き ろ く

をとるために用いられ、奈良
な ら

時代
じ だ い

から平安
へ い あ ん

時代
じ だ い

には、お経
きょう

を紙に写
う つ

す写経
しゃきょう

に多く使

われました。平安時代には、都
みやこ

を流
な が

れる川の水を使って製紙
せ い し

を行う「紙屋院
か み や い ん

」と呼ばれる所で、専門
せ ん も ん

に紙づくり

が行われていました。 

このころになると、たいへん質
し つ

のよい紙が漉
す

かれるようになっていました。やがて、各地で和紙づくりが発展

しました。このように、日本で独自
ど く じ

の発展をした製法
せ い ほ う

の紙を「和紙」と呼びます。 

江戸時代になると、生活のなかのあらゆるものに紙

が利用
り よ う

され、商品
しょうひん

となり大量
たいりょう

に消
しょう

費
ひ

されました。今で

は使われなくなった紙の服
ふ く

もつくられ、紙子
か み こ

と呼ばれ

ました。おもに、僧侶
そ う り ょ

の服や雨合羽
あ ま が っ ぱ

などに使われまし

たが、写真のような着物
き も の

もつくられました。楮
こうぞ

でつく

られた和紙は、たいへんじょうぶだったのですね。 

   

 

 

 

 

◇『 第 26号 駿河半紙のひみつ 』は、次の資料をもとに作りました。 

 

1 『 白糸をめぐる郷土研究 』 白糸村村議会編集委員会 ／藤本印刷所 1953  

  2 『 日本産業史大系 5 中部地方編 』 駿河半紙 若林淳之／ 東京大学出版会    

3 『 駿河 24号 』 みつまた発見に関する異見 鈴木富男 ／ 駿河郷土史研究会 1974  

  4 『 富士宮市史 下巻 』 富士宮市史編纂委員会  1986 

  5 『 半野区誌 』 富士宮市半野区 ／ マグナプロセス 2005  

  6 『 和紙を漉こう 』 監修 宮内正勝 ／ 株式会社リブリオ出版  2003 

  7 『 郷土の発展に尽くした人々 』静岡県教育委員会  編集・発行 ／ 1981 

  8 『 世界遺産になった和紙 1～４ 』  新日本出版社 編集・発行／ 2015  

  9 『 製紙業の 100年 紙の文化と産業 』 王子製紙株式会社  1973  

  10  『 近代製紙工業の先駆者、渡辺登三郎 』澤田政彦  2014  

 

紙子
か み こ

の茶羽織
ち ゃ ば お り

 

蔡倫の功績
こ う せ き

をたたえる像 中国の湖南
フ ー ナ ン

省
しょう

 

 

 


