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1 ．は じめ に （問題意識）

　江戸 時代初期 の 日本最初 の 数学書であ る 『算用

記』『割算書』『塵劫記』な どで は、円周率の 値を

3，16… （JIO ： 円満の根源 ？） とす る の が普通 で

あ っ た。

　 し か し、そ の 後ま も な く 円 周 率 を数学 的 に 計 算

す る努力 （円理 の 研 究）が始 ま り、村松 茂清が 『算

俎 』（さん そ ： 1663）にお い て 、日本で 初め て 「内接

多角形の周 の 長 さを計算す る方法」 に基づ い て π

＝ 3．14…とい う値を発表 し た 。

　 そ し て 、そ の 後 1680 年代に入 る と円周率 の 値を

3，16…とする数学書は なくな り、ほ とん どの 数学

書にお い て 3．14…に統一され た、とい うの が今ま

で の 日本数学史上 の 結論 で あ る。

　確か に 17 世紀末か ら 18 世 紀初頭 の 日本に お い

て 、円周 率を 3，16…とす る数学書は ほ とん どなく

な り、円周率の 値 3．14…は、い っ たん は定着 した。

　例 えば 、 村松茂清 の 『算俎 』（さん そ ：1663）で は、

円に内接す る 正 8 角形 よ り順次角数 を 2 倍 し て い

っ て 、つ い には 2i5 ・・32768 角形 の 周 の 長 さを計算

し、

　 π
＝3．1415 　9264 　8777 　6988 　6924 　8

と、小数点 以下 21 位 ま で 算出 （結果的に小 数第 7

位まで 現在の 値 と同 じ） して い る。

　また、村瀬義益の 『算法勿憚改』（さん ぽ うふ っ た ん

か い ： 1673 ＞は、内接 217＝131072角形 の周の 長 さ

を計算 し、

　 π
＝ 3．1415926532897059635 … （結果的に小

数第 9 位 ま で 現在の 値 と同じ） を得て い る。そ し

て 、村瀬は小数 5 位 目を切 り上 げ 「3．　 1416」 を採

用 して い る、

　そ の 後、関孝和 の 『括要算法』（か っ よ う さん ぽ う ：

1712）も内接 2L7角形 の 周長 を計算するが、関は こ

れに 工 夫をこ らし 、

　 π
＝ 3，1415926535897932476 … （結果的に 小

数 16 位まで 現在の 値 と同 じ）を得て い る。そ し て 、

関孝和 は 小数 12位 目 を 切 り上 げ 「3．14159265359

微弱を定周」 と し て 採用 して い る。

　そ し て 更に、建部賢弘は 『綴術算経』 （て っ じ ゅ っ

さん け い ： 1722）にお い て 、結果的に小数 40 位 まで

現在 の 円周 率 の 値 と 同 じ数値を算出す る こ と に成

功 した、とい っ た経緯で ある。
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　 とこ ろが 、筆者 は これまで に行 っ て きた江戸時

代 にお け る各種物質 の 「密度」 の 値の 調査 の 最 中

に奇妙 な こ とに気 が付い た。

　江 戸 時代後期の 和算書 の 中に は、密度の 値が古

い 『塵劫記』（じん こ うき ：1631）の 値の 引き写 しで

あるば か りで な く、円周率の 値まで 江戸 時代初期

の値 と同じ、3，16…として い るもの が少 な くな い
、

とい うこ と に気付い て驚い た の で あ る。円周率の

場合は 、密度 の 揚合 とは違 う結果 を予想 した か ら

で ある。

　 円周 率 の 場合は 、 純数学的に算出 され る。 した

が っ て 、
一

度数学的に正 しい 値が求め られ 、 それ

が学会 の 中で 正 しい と認 め られれ ば、再び 間違 っ

た値 に戻 らな くて も済む と思 うの であ る。

　 しか し、密度の 値 の よ うな問題 にな る と、それ

を純数学的に 求めるわけに は い か ない。そ して 、

儒学にお ける物質観 では 「密度は物質に 固有の 定

数」 で ある こ とが 認 め られ て い なか っ た の で 、儒

学が 「江戸 の 常識 」 として 定着す るに従 っ て 、そ

の 測定法 に も関心 が もたれ な くな り、多様化 した

密度 の 値の どれが正 しい の か とい う問題意識 がな

くな っ て し ま っ た の だ ろ うと考え た の で あ る 。

　各種の 物質の 密度の 値の よ うな物理 ・技術的、

測定に基づ く数値だ けで は なく、円周率 の値 の よ

うな純数学的に求め られ る数値 ま で 退歩 を示 して

い る となる と、これは重大な問題で はない だ ろ う

か 。

2 ．円周率の値の 逆行 現象

　 そ う考えて、和算における江戸時代最後の 繁栄

期 とも い える文政年間 （1818 〜 1830）に出版 され

た和算書につ い て の 可能な限 りの 調 査を し て み る

こ とに した。

　遠藤利貞著 ・三 上義夫編 ・平 山諦補訂の 『増修

日本数学史』（恒星社厚生閣、1981）に は、平山諦

編 の 「刊本暦算書年表」 が収録 され て い る。そ し

て、 こ の 年表に は刊本は再版本まで リス トア ッ プ

され て い るの で 、こ の調査 には とて も都合が よ い
。

　そ こ で、こ の 年表を基礎 とし て 、日本大学総合

図 書館室井 文庫 と早稲 田大学図書館小倉文 庫に 所

蔵 されて い る和算書 ・そろ ばん書 の 目録 と現物 を

調査 し た。

　す ると、刊本暦算書年表 に文政期刊 として掲載

されて い る本 の 大部分 は、上 の 両文庫に所蔵 され

て い る こ とが分か っ た。両文庫所蔵 の本の 中には、

「刊 本暦算書年表」 に欠け て い る もの も幾 つ か 見

つ か っ た 。

　 そ こ で 、両文庫所蔵 の 本 を中心 と して 、そ の 他

の 調査 に よ っ て 知 り得 た もの を加 え て、文 政期刊

行 の 和算書 43種 を調査するこ とが で きた 。

　 なか に は内容 が 同じで書名 （題箋）だけ異なる

も の や 、
1 冊 の 本 の

一部を取 り出 し て 他 の 表題 を

付 し て売 り出 したもの 、また同
一

本で 文政期 に何

回 も再版され て い る も の な どもあ るが、そ うい う

もの は 同
一
書と見な して数えて い な い 。

　 また 「刊本暦算書年表」 に掲載 され て い る文政

期 の 暦算書は 91 点で あるが、その 中には暦書 も含

まれ て い る の で 、数学書だ けを拾 うと 44 種で あ

る。

　 そ して 、そ の うち現物を手 に取る こ とが で きな

か っ た の は 7種 、 調査で きた も の は 37種で あるか

ら 、
37／44＝84％の 調査 率 で あ る 。

　そ し て そ の他、文政期刊行 の 和算書で 「刊本暦

算書年表」 に記載 され て い な い もの も 6 点見 っ け

出す こ とが で きた。

　 したが っ て 、調査対象の 和算書は合計 43 種で あ

り、達成率は十分満足で きるもの にな っ た と思 う。

すな わ ち、こ れ だ け の 本 を調査すれ ば 「文 政期刊

行の 和算書の 円周率 の 値は ど の よ うにな っ て い た

か 」 統計的に論ず るこ とが許 される で あろ う。

　 調査の 結果、43 種の 和算書の うち円周率や円積

率の 値を記載 し て い る もの が 25 点で 、残 り の 18

点に は円周率や円積率 の 値が 出て こ ない 。そ し て 、

25 点の うち円積率を 0，79 とだ け与え て い る本が

5 点 あるが、これは 円周率 3．16…系統の もの と数

える こ ととした。

　円積率は π ／4 で ある か ら、
π

＝ 3．14 とする と π

／4＝0，785 となる の で、こ れ を四捨五 入 する と π

／4＝0，79 となる。した が っ て、こ れ だけか らする

と 「円積率を 0．79 として い るか ら円周 率を 3．16
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と考 えて い る 」 と断言する こ とは で きない よ うに

もみ える。

　 し か し、じ つ は 円周率を 3．14…とし て い る本は

例外な く円積率 を 0．785 と し て い る し、円周 率を

3．16…とし て い る本 は例外な く円積率を 0，79 と

して い る の で あ る 。

　 そ こ で 、円積率を 0．79 と して い る もの は 円周率

を 3．14…で は な く、3．16…と考え て い る とみて よ

い で あろ う。

　 さて 、こ の よ うに し て 整理す る と、25 種 の本 の

うち円周率を 3．　14…（円積率 0．785＞とし て い るも

の は 10 点、円周 率を 3．16… （円積率 0．79） と し

て い るも の は 13点 、 同 じ本 で 3，14…系 の 値と 3．16

…系の 値 の 両方 出て くる もの が 2 点 で あ っ た 。

　すな わち、円周率 の 値 を 3．16… （JIO）とす る

和算書が 半数以上 を しめ て い る こ とが判明 した。

要す るに、円周率の 値に逆行現象が み られた の で

ある。何故で あろ うか 。

　文 政年 間 （1818〜30）とい えば、村松茂清 の 『算

俎 』（1663）の 出版か ら 155〜163 年 も経 っ て い る 。

そ し て 「円周率 の 値 は 3．16 や 3，162 な どで はな

く、3．14…で ある 」 とい う こ とが数学的に 明 らか

に され て か ら 、 すで に相当 の 年月 が経 っ て い る 。

　 い や 、 年月 が 経 っ て い るだ け で はな い
。 日本に

お け る円周率 の 値は 『算俎』（1663 ）の 出版 の 年か

ら 10 年ほ どの 間に
一度 はほ とん どすべ て の 和算

書にお い て 3．14…に統
一

され たはずな の で あ る。

　 それなの に 、それか ら 150年 も後の 円周率の 値

を 3．16…とす る もの が過半数 を こ えた とい うこ

と は 、ど う理解 し た らよい の で あろ うか 。

　 じつ は 、そ の よ うな こ と とな っ た要 因 として 、
一

つ には 18 世紀以降の 和算家は、17 世紀 の 和算

にみ られた実用 ・実測的な問題 へ の 関心 を失 っ た

こ と、そ し て も う
一

つ 重要 な原因は 、円周率 の 値

を計算す るに 当た り、内接多角形の 周の長 さを計

算 して 定量的精度の み を追求 し、内接 と外接 とで

挟 む 「数学的証 明の概念」 が欠如 し て い た こ とで

あ る 。

　すなわ ち、そ の ため に円周率 の 値 3，14…の 正 し

い こ とを当時 の 識 者 （儒学者 な ど）に説得する こ と

が で きなか っ たた め と思われ る。

　例 えば、橘南谿 （1756〜1816＞の 随筆 『北窓瑣談』

（ほ くそ うさだ ん ： 1829頃）に は 、

　　　円法に 到 りて は 遂に 算し極め る事能 わず。

　　 今に到 り三
一

六或 は三
一

四 と色 々 に論ずれ ど

　　 も、なお極め難き所 あ り、是円 は陽に し て 動

　　 く物 故、算数にか か らざる もの なるべ し…

な ど とい う記述が あ る 。

　また 、荻生徂徠 の 孫弟子 にあ た る儒学者で あ っ

た湯浅常山 （1708〜81）の 『常山楼筆餘』（じ ょ う ざ

ん ろ うひ っ よ ： 1761〜1781頃）に は、

　　　平円 の 中へ 方 （四角）を容れた る時、方 に っ

　　か えた る余、孤田 の か たちとなる。そ の 方に つ

　　か えた る余 の
一

所を 「兆」 とい う。

…
凡 そ天 下

　　の 事、理 とわ ざと二 つ あ り。…わ ざにて 円周を

　　なす べ けれ ど も、理 を以 て視れ ば必ず十 三 万

　　余 の 「兆」 あ り。そ の 「兆」 の おび ただ しき算

　　数 の 及ぶ べ きに非ず 。
「中根元圭 と物 子 （荻生

　　徂徠） 円率を論 じ て 決せ ざりし は こ の こ とな

　　り」と春台 （太宰春台）吾亡友石叔卿 （井上蘭

　　台 、1705〜61）に語 られ しを、叔卿われに 言 い

　　 しな り （送 り仮名を補い 、平仮名交 じ り文に改

　　め た）

な ど と記 載 され て い る。

　す なわ ち、儒学 ・者の 荻生徂徠 （1666〜1728）は 、

数学者の 中根元圭 （1662〜1733） と円周率に つ い

て もか な りたちい っ た議論を して い たの で ある。

　 と こ ろ で 、 日本 で は 「π を内外 か ら挟む考え方」

が ま っ た くな か っ た の か と い うと、そ うで は な い 。

　 じっ は唯一、関西地方 の 和算 の 小会派で あ っ た

宅間流 の 鎌 田俊清がそ の 著 『宅間流 円理』（た くま り

ゅ うえ ん り ： 1722写）にお い て 「π を内外か ら挟む

考え方」 に基づ い て算出 し て い た の で ある。

3 ．鎌田俊清 『宅間流円 理』（1722写）の 円周率

の 算出方法の 論理 性と独創性

　さ て 、問題 の 鎌田俊清の 『宅 間流円理 』 とい う

本は、刊本で はな く写本で伝わ っ た も の で 、 享保

7 （1722）年の 自序が付 され て い る か ら 、 建部賢

弘の 『綴術算経』（1722序）と同 じ年 に著され た こ
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とに なる。そ して 、この 写 本は調査 した限 り、日

本学士 院と東京大学図書館 に所蔵 され て い る 。

　 とこ ろが 、日本学士院所蔵の 『宅間流 円理 』は

全 2 冊か ら成 り、東京大学図書館 に 所蔵 さ て い る

『宅 間流 円理』は全 5 冊か ら成 っ て い る。

　 しか し、 日本学 士院本 （全 2 冊）の 内容は東京

大学本 の 最初 の 2 冊 と同 じで あ り、巻末 に 「遠藤

是を写 す」 と記載 され て い る と こ ろ をみ る と、こ

れは東京大学本 の 最初 の 2 冊 を も とに して遠藤利

貞が あ とか ら作っ た写本 とみ て 間違 い な い

で あ ろ う。

　 そ し て 、こ の 2 冊に 「鎌 田俊清の 円理 」 に 関す

る著述が記載 され て い て 、こ こ に 「π を内外 か ら

挟む 考え方」 が で て くる の で ある 。
し たが っ て 、

こ こ で は こ の 2 冊 を鎌 田俊清 の 『宅 間流 円理 』

（1722序） と呼ぶ こ ととす る。

　なお 、東北大学林文庫には 、鎌 田俊清 の著書で

『平 円周率起 源』 と題する写本が所蔵され て い る

が 、こ の本 の 内容は 『宅間流円理』（1722）の 第 1

冊 目 とま っ た く同 じ で あ り、もちろん 「π を 内外

か ら挟む 考え方」 も記載 されて い る。

　 そ して巻末 には 「文化三 （1806）年五 月鉤 田政

孝／文 久元 （1861）年八月 之受井村正 信」お よび 「井

村剛 二 」な どと加筆 ・記載 され て い る と こ ろ をみ

る と、こ の 本は 宅 間流 の 中で 伝書 されて い た こ と

を示 して い る。

　 また、東京大学図書館 と東北大学岡本文庫、お

よび 日本学士 院には 『宅間 流円理 秘術』 と題する

写本 もあ るが
、

こ の 本に も 「π を内外 か ら挟む考

え方 」 が出 て くる。 しか し、こ の 本には 著者名 も

年 紀も記載 されて い ない が 、内容か らし て 鎌 田 の

著作で あ る こ とに 間違い ない と思 う。

　 じつ は、鎌田の 弟子 で あ っ た と い う宅間流 4 世

の 内田秀富や宅間流 5 世 の 松岡能
一

の 著書な ど、

鎌 田 の 著書（1722）以降の 書物 の 中には 、 筆者 の 調

査 した 限り 「π を内外 か ら挟む考 え方」 はま っ た

く見 当た らず 、 こ の 考え方は以 降に継承 され て い

な い
。

　 と こ ろ で 『宅間流 円理 』には 「求次方冪術」 と

題 して 、円 に内接 ・外接す る 244角形 の 周 の 長 さを

算 出 し、順次計算結果が記載 されて い る。そ して 、

そ の 最後に 、

　内周 ： 3．14159265358979323846264336658

　 外周 ： 3．14159265358979323846264341667

　均周 ： 3．141592653889793238462643391625

　周直 ： 3．1415926538897932384626434

と記載 されて い る。

　 こ こ で 「均周」 とい うの は 内周 と外周 の 平均値

の こ と で 、こ の 内周 と外周の 共通部分の あ とを 四

捨五 入 したの が 「周直」 で ある。

　　　 　 適 得

　　　 　　  5八

　　　 　視 《

　　　 　　
1し

弧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ

図 ：鎌田俊清の 『宅間流円理 』（1722）にお ける 円

周率の算出方法の 論理性

　 これ をみ る と、こ の 『宅 間流円理』の 円周率 の

値 は、小数点以下第 24 位 まで 正 しい こ と、お よび

円周 率が 3，16… （＝ JIO）で は な く、3．14…で あ

る こ とが 「証明」され、論理的に
一

目瞭然で ある。

　 し か し、こ の 考え方 は、以降明治期 に至 るま で 、

日本の 書物に全 く継承 されて い ない 。

　そ して 、 鎌田俊清の こ の 考え方は 、 日本にお け

る 「数学的な証 明概念 」 の 萌芽 と も い える も の で

あ っ た 。 しか し、こ れ は当時 の 和算家た ちに は無

視 され 、以 降に継承 され て い ない
。 なぜで あろ う

か 。

　鎌 田の 『宅 間流円理』（1722）が 当時 の 和算家た

ちに無視され た要 因 と して は、算出 され た π の 値
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（小数 24 位 まで 正 しい ）が 、同 じ年 （1722）に序 の

あ る関流 の建部賢弘 の 『綴術算経』 にお い て算出

された π の 値 （小 数 40位 まで正 しい ）と比 べ る と 、

定量的精度にお い て は とて も及ば なか っ た の で無

視 され た の で あろ うか …
。

　 ともか く、宅間流 の 鎌田俊清 は、日本科学史上

で は特筆すべ き仕事を した人で ある。し か し 、例

外的な人物の 貴重な業績 も、そ の 後 に書物 と して

継承 され て い なけれ ば、日本 の 文化 に影 響を与 え

る こ ととはならない と思 われ る 。

　 じつ は 、そ の た めに和算家た ちは、儒学者 など

当時の 識者 たちに円周率は 3．16…ではな く、3．14
・
で ある こ とを論理 的に説 明す る こ とが で きなか

っ た の で ある。

4 ．宅間流の和算 家の 伝統

　 「宅間流」 とい うの は 、関西 地方 の 和算 の
一会

派 で、元祖 は大坂 の 高麗橋辺 りの 人 で宅間源 左衛

門能清 （生没年不詳、17世紀頃）とい われて い る。

そ して 、こ の 宅 間流 の 鎌 田俊清 （1678〜1747）だ

け は、和算家 の 中 で も他 の 和 算家た ち とは 違 う道

を追及 して い た の であ る。

　 と こ ろ で鎌 田俊清に つ い て は、通称五 郎兵衛 と

い い 、大坂 の 久太郎町辺 りの 人 と知 られて い るの

み で 、ほ とん どそ の 経歴 は 知 られ て い な い 。

　そ こ で 『（明治前）日本数学史 』（岩波書店、1983）

と 『増修 日本数 学史』によ っ て 、知 られ て い る限

りの 宅 間流 の 和算家の伝統 とそ の プ ロ フ ィ
ール を

調査 した結果は次 の よ うで あ る。

1 世、宅 間源左 衛門能清 ；大坂 の 高麗橋辺 り の 人。

　宝 永二 （1705＞年の 著書あ り。それ以前の 人。

　経歴 不明。宮城清行の 弟子 とも島田尚政の
一

門

　 ともい われる。

2 世、阿座 見清兵衛俊次 ；宅 間源左衛門能清の 学

　僕。

3 世、鎌田俊清 （五 郎兵衛、1678〜1747）；大坂の

　久太郎橋辺 りの人。

4 世、内田秀富 （源兵衛、生没年不詳）；鎌 田 の 高

　弟 、 大坂 の 安堂寺町 の 住人 。

5 世 、松岡能一 （1737 〜1809 ）；大坂城附京橋組 の

　 同 心。初名を貞八。

6 世 、松岡深信 ；能一
の 息子 。 初名 を常八、常八

　 郎 と同
一

人か 。

　 以上 の よ うな伝統を示 して い た こ とは知 られ て

い る も の の 、こ れ ら の 人 々 の 経歴 は こ の 程度 しか

知 られ て い な い よ うで ある。そ こ で 以下、更に同

門の 主要な人物を挙げる と、

○高橋至 時 （作左 衛門、1764 〜1804）；後に麻 田剛

　立 （1734〜1799）に学び 、 暦 学に通 じる。 麻 田

　剛 立 も宅 間流
一

門の 人 とも い われ る 。

○岡　之 只 （七兵衛、1791〜不明 ）； 5 世 の 松岡能

　
一

の 門弟 で 、宅 間流で は鎌 田に次い で 特筆す べ

　 き人。播磨屋 と称する商人で あっ た 。

○足 立信頭 （左 内、1769〜 1845）；大坂、幕府砲術

　組 の 上、後に 麻 田剛 立 に学び 、暦学 に通 じ る。

　 江戸に出て 天 文方 とな り、高橋至時、問重富と

　 共 に改暦 の 事に従事す る。

○ 問　重富 （五郎 兵衛、1756〜1816）；大坂 、代 々

　質屋 を家業 と し、屋号は十
一

屋 。後 に麻田剛立

　 に 学び 、暦学に 通 じ る、江戸に 出て 高橋至時 ら

　 と改 暦 の 事 に 従 事 す る。寛政暦 が こ れ で あ る 。

な ど で あ る。

　 こ れ をみ る と、宅間流は和算界で は 小会派で あ

っ た が、
一

門 の 中か ら暦学関係 に 主要な人物 を輩

出し て い る こ とが分か る。

　 ま た、宅 間流の 和算書 には、他書 とはか な り趣

きが違 っ た もの が あ る。例えば、 5 世の 松岡能
一

の 『（増補）算学稽古大全』 （さ ん が く けい こ た い ぜ ん ：

1806）とい う本は 、当時 と し て は珍 し く、物理 ・実

用的 な事柄 に 多 くの 関心 が認め られ 、か な り分厚

い 啓蒙書で あ る。

　そ し て 、こ の 本 に は 「寸重」 お よび 「尺重」 と

題 し て諸物の 密度表が掲載 されて い て 、そこ に は

「金 144匁 ・151匁 ・146匁 」 な どの数値が記載 さ

れ て い る。また 「水 7 貫 400 目」 も記載され て い

るが、これ らは い ずれ も他の 和算書 よ りも今 日の

値 「金 19．3g ／cm3 ＝ 143．2匁／寸
3
，水 1g／cm3

＝7

貫 420目／寸
3
」 に近い 値 である。

　また 、 江 戸時代 の 日本にお い て は、今 日で い う

密度 を 「軽重」 とい う言葉で 表す の が普通だ っ た
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の で 、こ の 本で 用 い られ て い る 「寸重」 「尺 重」 と

い う言 葉は、密度 を表す数少な い 術語 らし い 用語

と して注 目に値す るも の で ある 。

　す なわ ち、こ の 本 をみ る と松 岡能
一

は 、 物 理 ・

実用的な事柄や教育 ・啓蒙に もかな りの 関心 を も

っ た異色の 和算家で あっ た と思われ る。

　そ して、 じつ は 宅間流 の鎌 田俊清は 『宅間流 円

理』（1722 写）にお い て、日本で 唯
一

人だけ数学的

な証 明概念に基づ い て 「円周 率 π を内外か ら挟む

考え方」 すな わち 「内接多角形 の 周長 と外接多角

形 の 周長 の 両方 とも算出 し て 」 円周率を算出 して

い た の で あ る。

5 ．おわ りに

　　 日本 の 数学 ・和算は、17 世紀か ら 18 世紀初

頭にか けて 、まれ にみ る発展を遂げた。 し か し、

それ は つ い に本格的な微積分学を生み 出 し得 なか

っ た こ ともよ く指摘 され る 。

　 そ し て 、18 世紀半ば以降に は、数学を物理 ・技

術的 な問題 と結び つ ける こ と に 留意 しな くな り、

単なる遊芸 と 化 した た め に そ の発展が阻害 され た

の だ、とい うこ ともよく指摘 され る こ とで ある。

　 た しかに 17 世紀 の 和算書に は、産業や技術 に関

す る問題 が よ く出 て くるが、18世紀以降の 和算書

に は ほ と ん ど 見 られ な くな る。

　 し か し、江戸時代 の 数学 ・和算の 欠陥 は、それ

よ りももっ と深い と こ ろ に あ っ た の で は な い だ ろ

うか ，

　すなわち 、
18 世紀以 降 の 「和算」 は、それ を趣

味や娯楽 の 対 象 と し
、

い た ず らに難問 ・奇問 を追

求す るよ うにな り、物理
・技術的な事柄に対する

関心 を失 うと同時に 「教育 ・啓蒙」 に対す る関心

も 、 ま た基礎 か ら高度 へ の 「学 とし て の 論理 的
一

貫性」（証 明概念 を含む ）を も失 っ て い っ た と い う

こ とで あり、その こ とは特に 問題で あっ た と思わ

れ る 。

　すなわ ち、和 算にお け る円周率 の 研 究 （円理 ）

は、17〜18世紀の 日本にお い て 定量的精度を追 及

して 発展 した とい え る 。 そ し て そ の 際 、 数学的証

明 の 概念の よ うな定性的 ・論理的な追及 は無視 さ

れた わ けで あ り、そ こ に和算の 限界が あ っ た とい

え よ う。

　 18 世紀初頭の 日本にお い て 、せ っ か く宅 間流 の

鎌田俊清が そ の 独創 的方法 （π を内外か ら挟む考

え方）に よ っ て 円周 率を算 出して い た の で あるが、

こ れ はそ の 後 の 目本では ま っ た く継承 され なか っ

た の で ある。

　そ し て 、円周率の値 3，14…は、そ の 正 しい こ と

が全面的には理解 されず、その た め に か な り多 く

の 人 が再 び 旧来の 3．16… （∫ IO） とい う値を採用

す る こ ととな っ た。すなわち、円周率の 値 に 「逆

行 現象」 が生 じた の で ある 。

　そ して 、宅 間流の 和算家 、 鎌田俊清の 業績が 当

時の 和算家た ちに認 め られず、そ の 後に継承 され

な か っ た
一連 の 経緯は、和算の 限界を端 的に示す

もの で あり、家元制度的な秘密主義 と保守主義 と、

そ し て権威主義 とが在 野の 独創性 を無視 し、結果

的に は学問の 進歩を妨げる こ ととなっ た 事例の
一

っ とも い える と考 える次第で あ る 。

　以上 、江戸時代 の 日本にお ける 円周 率 の 正 し い

「理 解」 （3，14…） と 「誤解」 （3．16…） の 間 の 試

行錯誤の 過程 を紹介 した。

注 と参考文献
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　本稿で は、注 と引用文献は で きるだけ本文 中に
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5

6．

文 3（1663）年刊。筆者 は 早稲 田大学小倉

文庫所蔵 の 天 和 4（1684）年版 を用い た。

遠藤利貞著 ・三上義夫編 ・平山締補訂 『増修 日

本数学史』 （恒星社厚生 閣，1981）に は ，平山

締編の 「刊本暦算書年表」が収録 され て い る。

文政年間 （1818〜1830）に 出版 され た数学書の

調査 に際 し て ，筆者 は 早稲 田大学 図書館小 倉

　 文 庫 と 日本 大学図書館 室井 文 庫 の 所蔵本 を用

　 い た 。 ほ とん ど重 な っ てお らず ， しか も 「刊本

　 暦算書年表」に掲載 され た数学書の 84％以上 を

　 両文庫所蔵本で 調査す る こ とが で きた。

7． 鎌 田俊清 『宅 間流 円理』写 2 冊 ，享保 7 （1722）

　 年序。筆者 は 東京大学所蔵本 と 日本学士 院所

　 蔵本 を用い た。
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