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え
る
と
、
飛
鳥
時
代
の
伝
来
は
日
本
の
文
化
に
と
っ
て
、
ま
た

折
り
紙
に
と
っ
て
幸
運
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。当
時
、

大
陸
と
の
関
係
が
非
常
に
良
好
だ
っ
た
こ
と
が
起
因
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

紙
そ
の
も
の
は
、
飛
鳥
時
代
以
前
に
書
物
と
し
て
伝
来
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
世
紀
の
発
明
」
を
目
前

に
し
て
、日
本
人
の
「
つ
く
る
こ
と
で
理
解
す
る
も
の
づ
く
り
」

精
神
に
火
が
付
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

紙
の
国
産
化
と
用
途
の
広
が
り

奈
良
時
代
、
紙
の
国
産
化
が
始
ま
り
、
平
安
時
代
に
は
日
本

固
有
の
製
紙
法
「
流
し
漉
き
」
の
技
術
が
確
立
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
紙
を
漉
く
時
に
、
揺
す
り
な
が
ら
紙
の
層
を
形
成
す
る
方

法
で
、植
物
の
粘
性
物
質
を
使
用
し
ま
す
。
こ
れ
が
和
紙
で
す
。

ま
た
、
金
箔
や
銀
箔
を
散
り
ば
め
る
な
ど
、
独
特
の
工
夫
で

折
り
紙
は
必
ず
し
も
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、農
耕
民
族
特
有
の
勤
勉
さ
、

四
季
が
育
ん
だ
美
意
識
と
物
事
の
本
質
を
見
抜
く
力
が
あ
い
ま

っ
て
、
日
本
の
折
り
紙
が
世
界
か
ら
評
価
さ
れ
、「O

rigam
i

」

が
誕
生
し
ま
す
。

紙
の
誕
生

折
り
紙
を
紹
介
す
る
前
に
、
紙
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
っ

て
み
ま
し
ょ
う
（
図
）。
紙
が
誕
生
す
る
ま
で
は
竹
や
木
が
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
か
さ
ば
る
上
に
高
価
だ
っ
た
た

め
、
書
写
材
料
の
研
究
が
進
ん
で
、
紙
の
誕
生
へ
と
つ
な
が
り

ま
す
。

日
本
に
は
飛
鳥
時
代
、
高
麗
か
ら
紙
漉す

き
と
墨
の
製
法
が
伝

え
ら
れ
ま
し
た
。
西
方
に
初
め
て
製
紙
法
が
伝
え
ら
れ
た
の
が

日
本
へ
の
伝
来
か
ら
１
４
０
年
以
上
も
あ
と
だ
っ
た
こ
と
を
考

折
り
紙
の
誕
生
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紙と折り紙の歴史

エジプトでパピルスが使われ始める
（紀元前2500頃）

紙ではないが、ものを書くことに使用

文字を書き込むことのできる
歴史上で初めての紙の発明

（105年）

天台宗の宗祖最澄遣唐留学僧
として渡航し和紙を献上

（804）

高麗僧「曇徴」によって
紙漉きと墨の製法が伝来

（610年）

「杉原紙」が武士に
使われ始める
（1192年）

『天球論』の挿し絵に
荷船の折り紙
（1490年）

美作、出雲、播磨、美濃、
越などで紙が漉かれる

（737年） 千代紙など模様の付いた紙
が作られた
（1112年）

洗礼証明書に
座布団折りなど
（15世紀）

和紙の誕生：官立の製紙工場
が作られ、日本固有の製紙法
「流し漉き」の技術が確立
（805～809年）

足利義満：折形礼法を
武家独自の礼法として
明確に定める

（1368年～1394年）

生色加工技術
（8世紀の中頃まで）

「折り紙」という言葉現る
（12世紀）

書物として紙が伝来
（4世紀～5世紀）

紀元前 室町時代弥生
時代

古墳～
飛鳥時代

奈良
時代

平安
時代

鎌倉
時代

江戸初期から寺小屋で
折り紙が教え始められる
（1603年～1691年以降）

『欄間図式』に、折り鶴や薦僧
のほかに、ユニット折り紙現る

（1734年）

伊勢貞丈：『包之記』を
著す

（1764年）

ジョン・ウェブスターの戯曲
『モルフィ公爵夫人』に「風船

折り紙」（1623年）

西鶴の『好色一代男』に
折り紙が現る
（1682年）

秋里籬島「秘傅千羽鶴
折形」：世界最古の折
り紙著書（1797年）

足立一之『かやら
ぐさ』を著す
（1845年頃）

パリ万国博覧会に
和紙を出展
（1867年）

作者不詳『折形手
本忠臣蔵』：日本
の古典折り紙代
表的な著書
（1800年頃）

フリードリッヒ・フ
レーベルが世界
最初の幼稚園を
作り折り紙教育
（1837年）

ニュルンベルクのゲルマン国立博物館、
ドレスデンのザクセンフォークアート
美術館に、騎士や馬の折り紙
（1810年～1820年頃）

井原西鶴の句に、「雄蝶・雌
蝶」と呼ばれる折り紙を
「おりすえ」と表現
（1680年）

江戸時代（1603～1867年）



美
し
い
和
紙
へ
と
発
展
さ
せ
、
日
本
を
代
表
す
る
製
品
へ
と
進

化
し
て
い
き
ま
す
。

主
に
記
録
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
紙
は
、
神
へ
の
供
物
を
包

む
と
い
っ
た
神
事
に
も
重
宝
さ
れ
、
儀
礼
折
り
へ
と
発
展
し
て

い
き
ま
す
。「
紙
は
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」
と
よ
く
い
わ
れ

ま
す
が
、
ま
さ
に
平
安
時
代
は
紙
の
需
要
が
急
速
に
拡
大
し
た

時
代
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
模
様
の
つ
い
た
千
代
紙
や
、
実
用
的
で
丈
夫
な
紙

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
紙
が
誕
生
し
て
い
き
ま
す
。

紙
の
普
及
と
折
り
紙
の
庶
民
化

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
庶
民
に
も
紙
が
手
に
入
る
よ
う
に
な

り
、
折
り
紙
が
楽
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
様
子

が
浮
世
絵
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
折
り
鶴
や
奴
さ
ん
と
い

っ
た
折
り
紙
が
着
物
の
柄
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
儀
礼
折
り
に
対
し
、
遊
戯
折
り
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

折
り
紙
の
折
り
方
を
記
録
し
た
文
書
も
出
版
さ
れ
、
い
か
に

折
り
紙
が
普
及
し
て
い
た
の
か
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
江
戸

時
代
に
は
、
手
裏
剣
の
よ
う
に
同
じ
形
に
折
っ
た
折
り
紙
を
組

み
合
わ
せ
る
ユ
ニ
ッ
ト
折
り
が
誕
生
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
私

た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
折
り
紙
の
基
礎
は
、
江
戸
時
代
に
で
き

あ
が
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
折
り
紙

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
折
り
紙
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
折
り
紙
と
似
た
も
の
が
13
世
紀
の
資
料
や
17
世
紀
の
戯

曲
な
ど
に
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
ど
こ
ま
で
日
本
の
折
り
紙

と
関
係
が
あ
る
の
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
代
表
的
な
折
り
紙
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
で

「pajarita

」（
小
鳥
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
折
り
紙
が
あ

り
ま
す
。
日
本
で
は
見
な
い
折
り
方
で
す
。
一
方
、
折
り
鶴
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
独

自
に
発
展
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
鎖
国
か
ら
開
国
を
経
て
、
折
紙
技
術
の
交
流
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
西
洋
の
教
育
制
度
を
日
本

が
取
り
入
れ
た
際
、互
い
の
折
紙
技
術
が
融
合
し
た
よ
う
で
す
。

折
り
紙
の
呼
び
方

各
国
の
「
折
り
紙
」
の
呼
び
方
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ド
イ
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ツ
語
で
「papierfalten

」、
英
語
で
「paper folding

」、
ス

ペ
イ
ン
語
で
は
前
述
の
「pajarita

」
が
折
り
紙
全
般
を
指
す

そ
う
で
す
。

そ
れ
で
は
、
折
り
紙
の
作
品
は
誰
が
名
前
を
つ
け
た
の
で
し

ょ
う
か
。
折
り
方
や
折
り
紙
名
は
伝
承
さ
れ
、誰
が
つ
け
た
か
、

ま
た
作
っ
た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
20
世

紀
に
な
る
と
、
折
り
紙
は
「
作
品
」
と
し
て
社
会
に
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
「
近
代
折
り
紙
」
が
始
ま
る

の
で
す
。
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す
。
近
代
折
り
紙
の
端
々
に
「
こ
だ
わ
り
」
が
見
え
ま
す
。

近
代
折
り
紙
の
作
家
た
ち

折
り
紙
の
普
及
に
は
、
近
代
折
り
紙
の
作
家
た
ち
の
貢
献
が

大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
吉
澤
章
氏
、
高
濱
利
恵
氏
、
本
多

功
氏
、
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ビ
ン
氏
、
ガ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
グ
マ
ン

氏
、
リ
リ
ア
ン
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
氏
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ

ン
ド
レ
ッ
ト
氏
、
ビ
セ
ン
テ
・
ソ
ロ
ル
ザ
ノ
＝
サ
グ
レ
ド
氏
ら

が
国
際
的
な
折
り
紙
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
、
各
国
か
ら
出
版
さ

れ
た
折
り
紙
の
本
を
日
本
語
と
英
語
に
翻
訳
し
、
出
版
し
ま
し

た
。「origam

i

」
と
い
う
言
葉
の
誕
生
や
国
際
的
な
標
準
と
い

っ
た
、
国
を
越
え
て
折
り
紙
の
文
化
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
す
。

近
代
折
り
紙
は
１
９
５
０
年
頃
か
ら
広
が
り
始
め
ま
し
た

（
図
）。
具
体
的
に
は
内
山
光
弘
氏
（
１
８
７
８
～
１
９
６
７
）

か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
内
山
氏
は
自
ら
の
作
品
に
対
し

て
特
許
権
を
登
録
し
ま
し
た
。
折
り
方
に
対
し
て
知
的
所
有
権

が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
近
代
折
り
紙
に
大
変
重
要
な
考
え

方
で
す
。

ま
た
、
近
代
折
り
紙
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
が
「
折
り
図
」

で
す
。
完
成
品
の
再
現
性
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
す
べ
て
の
工

程
が
書
き
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
折
り
図
で
す
。
折
り
方

を
図
に
示
す
こ
と
は
、
日
本
の
古
典
折
り
紙
で
も
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
工
程
を
描
く
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

折
り
紙
の
パ
ズ
ル
的
側
面
も
、
近
代
折
り
紙
の
特
徴
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
１
枚
の
正
方
形
の
折
り
紙
を
、
糊
や
は
さ
み
を
使

わ
ず
に
折
る
と
い
う
制
約
の
中
で
完
成
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で

近
代
折
り
紙
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