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西洋度量衡 の 受容 （2） ＊

橋　本　萬　平
i」

5　 宇 田川榕庵の ff西洋度量考』

　西洋の 文化 を受 け容れようとする江戸時代の 蘭学者に と っ て は 、西洋の 度量衡 の 理解 が必須の 要件

で あ っ た 。 養父榛 斉の 西洋医 学で使用 され る薬品の 解説の 大著 『遠西医方名物考 』 を校訂 した り、西

洋の 近代 の 植物 学や化学を始め て 日本 に紹介す る著書 「植 学啓原』や 『舎密開宗 』 を著述 した榕庵は、

切実 に西洋度量衡 の 知識 の 必要 を痛感 した 筈で あ る 。榕庵 は多 くの 蘭書 を読ん で 、そ の 中に見 られ る

度量衡関係の 語彙 を集め て記録して行 っ た が 、そ れ らを集大成 したの が 『西洋度 量考 』　（写本）で あ

る。現在武 田薬品工 業の 図書館の 杏雨書屋 に 2 冊が残 っ て い る 。

　 『国書総 目録 』 には次 の 記事が ある 。

　　西洋度 量考 1冊 （類）度量衡 （著）宇 田川 榕庵 （写）杏雨 （稿本 〉 ・乾々 （自筆稿本）

　 こ の 写本 につ い て 杏雨書屋 の 蔵書 目録には 次の様に書か れ て い る。

　　西洋度量考 一巻

　　江戸 　宇 田川 榕 （榕庵）著　未定 自筆稿本 「榕庵」 印ア リ　 ー帙 1冊

で あ り、他の 1冊 の 説明も全 く同
一

で あるが、唯前者 の 「未定」 の 文字が省 かれ て い る。

　筆 者は実物 を見て い な い の で 、コ ピ
ー

によ る 説明を し て み る 。

　自筆稿本は表紙 に 「西洋度量考 　未定稿不 出闘外一尺　全」と周囲を二 線で 囲ん だ書き題簽が あ り、

右上部 には 「乾 々 斉書屋 」 の 小 さ い 文字が ある 紙標が貼 っ て ある。又 内部の第
一

枚目の 右側に 「藤浪

氏蔵」 の 縦長 の 印が見 られ る の で 、 藤浪剛一博士 の 旧蔵書で あ っ た 事が わか る。又 三 枚 目には右下 に

小 さい 榕庵 の 印 （横書き 、推定 1．8× 1．8cm）が あ り、題簽 と合せ 考え て こ の 写本 は榕庵 の 自筆で あ

ろ うと思 われ る。

　他 の 1冊 は貼 られ て い る書き題簽 は 「西洋度量考 　全 j とあ り、1枚目 に小 さい縦長 の 榕庵の 印 （縦

書き 、1．9× 2．5cm） が 捺 し て あるか ら 、 これ も榕庵所蔵の 写本で あろ う。こ の 両者の 比較 に つ い て は

後に 述 べ る事にす る。

　榕 庵は西洋度量衡に つ い て 不 明な 点が多い の で 、一
応 こ の 未定稿本を書き上 げた 後、そ の 書中に多

くの 本を読 んで 知 り得た 事をそ れ ぞれ の 場所 の 欄外 に付記 して い る。そ れで も まだ不 明 な点 が多か っ

たの で 、他 人の 目 に触れ る事を好 まな か っ た 。 勿論刊 本に はな っ て い ない 。

　先 ず自筆稿本 に つ い て 内容 の 説明 をす る 。 写本 の 最初の 凡例 には記載 した語彙の 分類を度、量 、醤、

穀、数、銭、時 と書 き、そ の 各 の字類を示 す単位が次の 様に書かれて い る。

　　度　尺 寸分厘 、里 町間 等

　　量　貫 銭分 厘等

　　醤　升合勺撮等 ニ シテ 流動物ヲ 称ル ナ リ

　　穀 　斛斗升 合等 ニ シ テ 穀類 ヲ称ル ナ リ
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　　数　十 百千 萬等 ニ シテ 員数 ナ リ

　　銭　通 用銭 貨ノ價ナ リ

　　時　年月 日時分 秒等

　次に 西洋字 に よ る 秤量 の 記号 と、そ れを 日本字 に して の 対応が 示 され て い る 。

　次 に榕庵 の 学者 とし て の 厳正 な姿勢を示 すかの 様 に 、引用書 目が 24 種挙げ られ て い る。当然榕庵

は シ ョ メ
ール の r三 才韻譜 （厚生新編）』 を多く参照 した と思われる の に、本文 にはそ の 本の 名が殆

ど出て 来ない 。不思議 に思 っ て い たが 引用書目の 中の 肖、叔 、淑の 三 篇が そ れ に相当 して い る の で あ

る D そ れ は 宇田 川榛斉著、榕庵校補の r遠西医方名物考』 の 凡例 の 中の 引用書 目の 劈頭に

　　肖　肖墓釐　初篇　百家工 芸諸術韻府書

　　叔 叔墓偸 後篇　　　 同

　　淑 淑薑虚 続篇　 　　 同

とある の で 知 る 事がで き る 。 尚この シ ョ メ
ー

ル 本の 初 、 後 、 続篇 の 区別 に つ い て は筆者 は知 らな い 。

　尚意見 を引用 した個 人の 姓名 と して

　　志筑柳圃　　馬場轂里 　　山村才輔

　　市野茂喬　　足立東堂　　来貢西洋人

を挙 げて い る 。 志筑 に つ い て は筑 を築と誤 っ て 書い て い る 。 志筑忠雄に つ い て の 十分な知識 を持 たな

か っ た の で は なか ろ うか 。 志 筑忠 雄、馬場佐十郎の 説明は 不要で ある か ら、他 の 三 人 に つ い て 簡単 に

紹介 して お こ う。

　山村才輔 は正 し くは才助 と書 く。名は昌永で 土 浦藩士 、明和 7年 （1770）生 まれで文化 4 年 （1807）

に 38 歳で 死ん で いる 。 江戸蘭学者中の最大 の 世界地理学者で 多くの 著書があるが、新井白石の 本を

訂 正増補 した 『訂正 増補釆覧異言』　（享 和 2年 〈1802＞ 12巻）が 特 に有 名で あ る。

　市野茂喬 （しげたか）は和算家で あ り、寛 政、天保頃の 人 で ある。本多利明、会 田安明 に つ い て 和

算を修 め 、寛政年 間高橋至 時 よ り暦学 を学び天文方属吏 にな っ た とい う。西 洋の 尺度 に多大 の 関心を

持ち、文化 7 年 （1810）幕府所蔵の多 くの ブ
ー ト尺 を、 日本の 江戸 の 大野規行、京都の戸 田忠行 の 曲

尺で 測定 して発表 して い る 。 こ れ が有名で あ っ た ら しくそ の 後 の 尺度研究者の 大き い参考とな っ て い

る。然 し この事 は始 めにどの 本に発表 され た も の か筆者 は知 らな い 。

　足立東堂は 名は 信頼 （の ぶ よ り）で 暦学者で ある。寛 政 8年 （1796） に生 まれ 、天 保 ll 年 （1840）

46歳で 死んで い る 。父信頭 （のぶ あき ら）の 跡 を嗣い で 天文方 とな っ て い る。

　 r西 洋度量考 』 の 本文 は志筑、馬場 の 『度量考』 と同 じ様 に 、 西洋の 度 量衡並び に貨幣関係の 語彙

を ABC順 に集め 、 それ に対応する 日本の もの を示 して い る 。 語彙 の 数は 馬場が 編纂 し た 『度量考 』 の

約倍の 300語程 に増大 して い る。

　榕庵 が こ の 本を書い た の がい つ 頃で ある か を考察する に当 っ て 、参考 の 為に 榕庵 の 生涯 を暼見 し て

お こ う。

　宇 田川榕庵 は大垣藩医江 沢養樹の 長 男と して 、寛政 IO 年 （1798）江戸 の 藩邸で 生れ た。然 し大垣

の地 には生涯行 っ た事がな い 様で ある 。名 は榕で あ り、榕庵は号 で あ る 。大垣 藩は藩風 と して 進取的

で あ り蘭学 に深 い 関心が あ っ た 。父養樹 に も蘭学関係 の 著書が あ る。又 蘭 医 の 家柄 で ある 江馬家が あ

り、頼 山陽 と の 関係で 知 られ て い る江馬細香 は こ の
一
家の 人で あ る。榕庵 は文化 8 年 （1811）数え年

14 歳の 時、請わ れ て 蘭医学の 大家宇 田川 玄真 （榛斉）の 養嗣子 とな っ た 。何故長男の 彼が生 家を去

っ て他家 に養子 に行 っ た の か 理 由は不 明で ある が、恐 ら く榕庵は幼に し て俊敏 な性質で あ っ た 為に、

特 に 注 目され 所望 され た の で あろ う。 17 歳 の 時 に 当時蘭学 の 第一人者で あ り語学 の 天 才 で あ っ た馬
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場佐十郎の 門 に入 っ たが 、僅か 2年後 に最初の 著述 『哥非之説』 を書 い た。これは早 くか ら蘭学 は養

父 の 手解きが あ っ た の で あろ う。文 政 9 年 （1826）天文台 に 出仕 し て 『厚生 新編 』 の 訳 述 に 従事 し弘

化 3年 （1846） 49歳で死没する まで の 21年 間そ の職を つ とめた。

　
一生の 問に数知れ な い 著述 を して い る榕庵 の最初 に関係 した大著は、父榛斉の 『遠 西 医方名物考』

（36巻、文政 5年 く1822＞ 一
文政 8年 〈1825＞）、　『同補遺』　（9巻、天 保 5年 〈1834＞）の 校補で

あ っ た。又 そ の 後西洋の 近代植物学の 紹介 『植学啓凉 』　（3 巻、天 保 6 年 〈1835＞） や 、近代化学 の

体系的な 日本最初の 大著 『舎密開宗』　（21 巻、天保 8 年 く1837＞一弘化 4 年 く1847＞）を書い て 、

日本 の 科 学史 に不朽 の 名 を残 して い る 。

　そ の 榕庵 が西洋度量衡の 理解 に苦労 をし、彼 の 読んだ多 くの 蘭書の 中に 出て 来る 関係語彙 を集 めて 、

自分 の 知 っ て い る限 りの 解説を加 えたの が 『西洋度量考』 で ある 。 勿論彼 は組織 と して の 度量衡の 構

造 とか、蘭語 の知識 の 不足の為に 自身釈然 と しない 所が多か っ た。それで 彼 は 自己の 知識 を整理する

意味もあ っ て 、西洋諸国の 度量 衡 の 各単位 の 関係を本文の 後に表 と して書 き記 して い る。

　又 和蘭 の 新古合せ て 4種類の 物指 しを模写 し、そ れ の 解 説と 日本の 曲尺 で実測 した長 さを書い て い

る。榕庵が使用 した曲尺 は元亨堂尺 と念仏尺 で あるが、前者は今迄に 名前が知 られて い な い物指 しで

あ り、その 実長 もこ の 記事か らわか っ て 面 白い 。そ の 記事 を要約する と

［OE］古制の 会尓

　　 そ の 14 目盛 を元亨堂尺及 び念仏尺 で 測定 して 6寸 3分 5厘 を得 て い る 。こ の 2 目盛 （9 分 7 毛）

　 が 1 ドイ ム に相 当して い る の で あろ うか 。

［NE1 新制和蘭の 会尓

　　 メ
ー トル 法の物差 しで あ る。そ の 10 目盛 （20cm）が元亨堂尺で 6 寸 6分 、念仏尺 で 6 寸 6分弱

　で ある 。測定が 正 し い 事が わ か る。

［20P］古制貳 本独

　　蒸餾水 を入 れ て 丁度重 さが 古制 の 2ポ ン ドになる立方体の量器 （ます）の 1 辺 の 長 さ を示す物指

　 しで ある 。 元亨堂尺の 5寸 7分 5厘 に 当る 。

［INP］和蘭の 新 1 ポ ン ド

　　 こ の 物差 しの 長 さ を 1辺 とす る 容器 に入 れ た蒸餾水 の 重 さが新制の 1 ポ ン ドで ある 。元 亨堂尺 6

　 寸 1分 3厘、念仏尺 6寸 1分 2厘 に 当 る。

　 こ の 最後 の ［INP］の 測定 か らわか る様に 、こ の 物指 し の 長 さ に対 して元 亨堂尺 と念仏尺 とは 、僅

か に 1厘 の 差が ある に過ぎない 。 6 寸 1 分余 りに対 して の 1厘で ある か ら、殆 ど同 じで あ る と見て よ

い で あ ろ う 。 尚念 仏尺は享保尺 と密合す る と い われ て い るか ら、江戸 時代 で 使用 され て い た 曲尺は殆

ど長 さ に差が 無か っ た様で あ る 。

　 尚前述の ［20P］尺、　 ［INP】尺は、和蘭の どの長さ に相当す る のか決定が出来なか っ た。　 ［INP］

で あれ ば新制度で あ りメー トル 法で 1 キ ロ グ ラム で あ り、1 リ ッ トル の 容積に相 当す る筈で あ る。そ

れなれ ば 1 辺 は 10cm で ある べ き で あるが 、上 の ［NE］とは多少異 っ て い る。何処に違い の 原因が あ

る の か わ か らな い 。

　 尚こ の 榕庵の 『西洋度量考』 の 写本 に は、　 「本朝三 種升」 と して

　　 古升 径 5 寸深 2 寸 5 分計 水有 482匁零 5厘

　　 今升 径 4 寸 9 分深 2 寸 7 分 容水 500匁

　　 武者 升　径 4 寸 6 分 5厘深 2寸 3分 982　容 水 400 匁

の 説 明 が 見 られ る 。武者升 は今 まで に あま り知 られて い ない 升の 名前で ある。一般 には武佐升 と呼ば
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れた らしい 。それ に つ い て 朝川善庵が そ の著 r善庵随筆』　（嘉永 3 年 〈1850＞）の 中で 、そ の 名の 由

来を述べ て い る 。

　又筆者 は今升 （京升）の 内部の 寸法が 、 縦横高さ共に端数がある 事 を不思議に思 っ て い た が、この

説明で そ れ には い る 水の 重 さ に端数が 出来な い 様 に した と い うの で 、
一

応 もっ とも らし く思 わ れ た。

然 し京升 の 寸方 の 水の 重 さ を計算す る と 481匁 とな り 500匁 とは多少の 差がある 。 他の 升に つ い て も

差が ある 。そ の 理 由は不明で ある。但 し こ の 三 種 の 升か ら、こ こ に書か れ て い る数字 を使 っ て
一寸立

方の 水の 重 さ を算出する と、全 く同様 の 7．71 匁が 出て 来る 。 こ れ か らこ の す べ て 升 が同
一の 基礎に

よる 算出法で 、 内に は い る水 の 重さ を定め た も の と考 え られ る 。そ の 根拠は不 明で ある。

　尚 こ の 写本 の 最後に、 『遠西 医方名物考補遣 s の 初 めの 部分の 、緒方三 平 （洪庵 ）筆 の 度量衡の 換

算の 部分が綴込 まれて い る 。 そ こ は用紙の 柱の 上部に 「名物考補遣 」 、下部に 「風雲堂蔵」 とあ り、

これは全 く r名物考補遣』 の 刊本そ の ま まで あ る。恐 らく榕庵は 西洋度量衡 の 換算 に 自信が なか っ た

の で 、緒方洪庵 の 計算 に依存 し同書の 刊本 をそ の まま ここに綴込んだ もの で あろ う 。

　多く の 和蘭語 の 本を読み 、 そ こ に見 られ るす べ て の 度量衡関係の 語 を集 め た榕庵の 『西洋度量考』

は 、集録 した 語彙の 数も原著志筑忠雄 、馬 場佐十郎関係の 『度量考 』 の 多 くの 写本 の 1．5倍乃 至 2倍

の 300 語 程に増加 して い た。度、量、衡の 各に見 られ る単位問の 関係 も、わか り易 い 様 に本文の 後 に

表 と して 示 して い る。又 ヨ ーロ ッ パ の 諸国で 採用 され始めて い た メ
ー トル法 の 語彙 も、洋書 に見 られ

る も の を取 り入 れて 説明 して い る 。 誠 に西洋度 量衡 に つ い て の 親切な参考書の 様で あ る 。然 し見方に

よ っ て は榕庵は単位 と い うも の に対する十分な 理解は持 っ て い なか っ た様に 思われ る。それ は 当時は

単位の 基礎 を説 明 した洋書が な か っ た の と、榕庵の この 方面の 蘭語 の 知識が今
一

つ 不十分で あ っ た 為

で あ ろ う。

　例え ば Littre （Liter リ ッ トルの 事） の 説明 に

　　和蘭 106彬篤 （ピン ト）、新度名 、 ゴイ トン モル ヘ ア ウ大気論 二 大約 LO6pint トア リ

と書 い て い る だけで 、1 リ ッ トル が 10cm 立方の 容積で ある説明 もな い 。又 duim （ドイム）を寸、 12

分 尺 ノ 1 と
一

応 書い て い るが、こ の 説明を線 を引い て 消 して 横 に 3分 2厘 8 毛 8弗 89弱 と書 き直 し

て い る 。始め の 説明は ドイ ム を吋 （イ ンチ） と考え 、 後か ら知 っ た メ
ー トル 法 の知識 （緒方洪庵 によ

る ）に よ っ て 訂正 した もので あ ろ うが、和蘭 の 新古尺の 関係が曖昧で ある。従 っ て cubic 　 duim を 1

寸立方 と書 き 、 更 に

　　 centiliter 　　半寸 立方 　　
’

　　 5centiliter 　 2寸半立方

　　 3centiliter 　 1寸半立方

として い る 。 即 ちセ ン チを半 duim と し、　 literを立方 と考えて い る の で あ る。勿論セ ンチ リッ トル

は 100分 の 1 リ ッ トル で あ るが 、榕庵は こ の 問の 知識 を持 たな か っ た 様で ある 。

　又 セ ン チ メ
ー

トル の 所 で は 日本 の 対応す る 長 さは示 さな い で 、和蘭書の 中の 関係 ある記事 を引用 し

て 説明 にか えて い るだ けで ある。

　 即ち

　　血球 ノ大キサ ヲ説テ、其径 「ミル リメ
ー トル 」 ノ 200 分 ノ 1、即チ諳厄利亜 ノ 1 寸 ノ 5，000 分 ノ

　 　 1 ト云 工 リ。

と して い る 。この 関係か ら 1セ ン チメ
ー トル は曲尺の 3分 4厘 と出て くるが、それ に つ い て の 解 説は

示 さな い不親切 さで ある。

　 こ の 様 に榕庵の 『西洋度量考』 は、当時知 られ て い た 西洋度量衡関 係の 語彙 の 集大成で あ る が 、必
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ず し もそ れ の 正 し い 理解 の もと の 解説 と い う事は 出来な い の で は なかろ うか 。

　杏雨 書屋 に ある もう
一

冊の 『西洋度量考』 の 写本は 、内容は 前者 と殆 ど同 じで あ る 。然 し こ の 両者

に はそ れぞれ 記述年代を明示するか 、暗示 を与 え る文字が 全 くな い の で い つ 頃の 筆写 か正確 に はわか

らない 。 自筆稿本 とい われる もの は、榕庵が稿本と して 最初に 書い たもの で あ り、 極 めて 正確 に整然

と楷書 で 書か れて い るが、そ の 後の 知見 が本文の 余 白或 は欄外 に付加 されて い る1 恐 ら く榕庵が 終生

にわ た っ て 手 を加えたもの で あろ う。従 っ て こ れ は榕庵 の 自筆 とす る の が正 し い と思 われ るが 、今 の

所 、筆者 に はそ れ を確か め る 知識 も機会もな い 。

　他 の 1冊 は 自筆本を模写 した も の と思 われ る 。両者 は殆 ど同 じ内容で あるが後者は稀 に で は ある が

文字の誤 りや 書き 落と して い る所 、 更 に欄外 の追加文のな い所が あるか ら、あ る時期に 自筆本 を後 か

ら忠実 に写 した もの と考え られる 。 何故 同 じ様な 内容の 本 を 2冊作 っ て い る の か 理 由は不明で ある 。

前者 は始め 刊本に する 為の 稿本 と して 書 き、後者は控え の つ も りで はなか っ たか と考 え られる が、こ

れ は筆者 の 単な る推量 にすぎ ない 。自筆本 と模写本 とで は 字形が 異な っ て い る の で 、後者 は榕庵 の 自

筆と は考 え られない 。

　尚興味 を覚える の は、自筆 と考え られ て い る稿本 「西洋度量考』 の 使用原稿用紙で ある。本文 のす

べ て の 用紙の 柱の 上部 には 、　 「舎密全書」 の 文 字が 印刷 されて い る 。 或は 『舎密開宗』 を始め は この

標題 で 出版する つ も りで 作 っ た原稿用紙で は な か っ た ろ うか。印刷本 r舎密 開宗』 は こ の 「舎密全書」

の所が 、　「舎密開宗」 とか わ っ て い るだ けで ある。両者共に柱には そ れ 以外の 文字 はな い 。又 『西洋

度量考』 の 本文の 後方 に付け られた部分 には 、上部に 「舎密全 書」 下端 に 「風雲堂蔵」 の 文字が ある

の が 数枚 見 られる 。 更 に中には上 に 「舎密開宗」 下端に 「風雲堂 蔵」 の 文 字の ある もの が 2枚ある。

い ず れ も榕庵が r舎密開宗』 を書 く為に特別 に作 らせ た原稿用紙 で あろ う 。

　後か ら書い た と見 られ る模写 の 『西洋度量考 』 の 用紙の 柱に は、一
切 の 文字 はない 。

6r 遠 西医方名物考』

　志筑 ・馬場 の r度量考 』 は、多く の 人が重要視 し写本 として流布 して い たが 、刊本 と して 最初 に西

洋度 量衡 の 解説が見 られる の は、宇 田川 榛斉著、同榕庵校 補の 『遠 西医 方名物考』 （文政 5年 〈1822＞）

で ある。同書の 凡例 の 中で 極め て簡単に量衡 に関する事 を榕庵が書 い て い る 。志筑 ・馬場の 『度量考』

は 1達刺屈末 （ダ ラ ク マ ）の 重 さが 1銭 （匁） と ある の を基準 として 、各重 さの単位 の換算が 示 され

て い る 。 榕庵 の 凡 例 も一応そ れ を踏襲 し て

　　傑列印 （ゲ レイ ン） ダラク マ ノ 60分 ノ 11 厘 6 毛強

　　須屈尓百児 （ス クルペ ル〉 ダラ ク マ ノ 3分ノ 13 分 3 厘 3 毛強

　　穏斯 （オ ン ス ） 8 銭

　　封土 （ポ ン ド） 96 銭 （医薬 二 用 イ ル）

と書 い て い る 。然 し榕庵 は こ の 本 の 中で 、改め て アム ス テル ダム の 薬秤 を以て測定 してみ る と、1 ダ

ラ ク マ は 1銭で は な くて 1銭 2厘 5 毛で あっ た。従 っ て 上述の 数字も考慮しな ければな らな い と い っ

て い る。こ れ によ っ て 榕庵 は、単 に書物 にある 文字 を妄信す る の で は な く、実 証出来 る もの は 自分 で

検証 しよ うとす る科学的な精神 の 所有者で あ っ た事が わ か る非常 に興 味ある 事実で ある。

　そ の 他種 々 の 匙 、 硝子の 酒盞 、 茶碗 の容 量、並 びに撮、握、滴の 量を示 して い る。

7　 r遠西医方名物考補遺』

若 い 日の緒方洪庵が三 平 の 名で 、師宇 田川榛斉 の遺著 の 巻頭に 書い た西洋度量衡の 解 説が ある。榛
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斉が死 の 病床 に あ っ て洪庵 を枕頭 に招 いて 、自著 r遠西 医方名物考』 中に書い た薬品 の 分量は不 正 確

で あ る上、近来 は新 し い 分量 を使用 して い る の で新 旧 の 差が ある 。こ れ は 不本意で あ り改訂 をしたい

と思 っ て い るが、自分は算数が不得手で あ るか ら算学に長 じて い る 汝が 、我が志 を継いで この 事 を行

え と言 っ た。そ の 後間 もなく榛斉が 死去 した の で 、洪庵は これ を遣命 と受 けと っ て 諸書を参照 して 度

量 を算定して 書い たとある 。

　洪庵 の 文 によ る と、ヨー
ロ ッ パ で は 1799 年 （寛政 ll）に メ

ー
トル 法が成立 し、地 周の 4 千 万 分の

1 を会尓 （エ ル ）と名付け、尺度量衡 皆此 よ り算出する と、メ
ー トル 法の 本義 を述 べ て い る。

　然 し洪庵が参考に した の は和蘭の 本で あ り、新度量衡の 名称 も メ
ー トル 法 によ らず和蘭の 旧制度の

名称 にあて はめ て い る。

　先ず基本量会尓 （メー トル ） に つ い て は 、世間で は 日本の 天学家 （筆者註　伊能忠敬）が子午線 1

度の長 さを 日本里 28里 2分 と測定した の に基 き、地周 を 131，569，920尺 と算出し、会尓 と比較 して

エ ル の 長さ を 3尺 2寸 8分 9 厘 2 毛 4 弗 8 と して い る。然 し こ れ は不 正 確で ある か ら自分 （洪庵 ）が

舶 来の 尺を京都の 念仏尺 で 測 定 した所、3 尺 2寸 8分 8厘 8毛 9弗弱で あ っ た と決定して い る。

　確か に 日本 の 実測の 1 度を 28．2里 とす る の は 、精度が粗雑で あ りエ ル との 対応が 3桁以下 は 信頼

す る に足 りない の で 、 洪庵が 自分 の 物指しの 実測に よ っ た値 を信頼 した考 え方は正 し い 。こ こ で も如

何 に 日本人 が実証精神 を重ん じたかが理解 出来る 。然し洪庵は毛以 下 3 桁 ま で の 数値を挙 げて い るが、

如何な 測定方法 を使用 した の か 説明はな い 。恐 ら く当時 として は毛以下の 測定 は不可能で は なか っ た

の で は ない か と思われ るが 、何か 特別 な方法 に よ る計算 の 結果か らで は な か ろ うか 。

　 次 に会尓以 下或は以上 の 長 さ の 単位 に つ い て

　　耳 蛭 （ル ーデ） 10会尓

　　米　尓 （メイ ル） 100耳蛭

　　把尓牟 （パ ル ム）会尓 10 分 1

　　兌 母 （ドイ ム）把尓牟 10分 1

　　私 多列 比 （ス トレ
ーピ） 兌母 IO 分 1

として 各 に対す る 日本の 長 さ を、前述 の 自測か らの 値 を書 い て い る 。

　次 に容器 （マ ス ） の 容量 に 就て 基本 量は 罕 （カ ン）で ある とし、他は これか ら導い て い る。

　 罕 （カ ン ）把 尓牟立方　我 5 合 4 匁 9 才弱 （こ れ は僅か 3桁まで よ り出 して い ない の で 、こ れ か ら

は 1度 の 長 さか らの 計算に よる エ ルの 長さ と、洪庵の 実測の エ ル の長 さの どち らを使用 して も差は現

れない 。従 っ て どち らに依 っ たもの か決定出来な い 。 ）

　　 末 苴 （マ ー
チ

ー）罕 10 分 1

　　 賓傑尓弗度 （ヒ ンゲル フ
ー ト）末苴 10 分 1

　　 発 篤 （ハ ッ ト）罕 10倍

　 次 に乾科の容器 は

　　 骨 弗 （コ ッ フ）罕 ト同ジ

　　 末苴 （マ
ー

チ
ー）液料 ノ 末苴 ト同ジ

　　 失結児百尓 （シ ケル ペ ル ）発篤 ト同 ジ

　　 冊 屈 （サ ウク）又繆的 （ミ ュ ウ テ）失結児百尓 10倍

　　 刺　斯　篤 （ラス ト） 30 冊屈　我 16 石 4斗 6升 3合 6 匁 7才許

　 こ の 様 に多 くの 桁 まで 出し て い る所で は 、洪庵は 自分の 測定の 会尓 （メー トル ） によ っ て い た事が

わ か る 。矢張 り 自測 を重ん じ て い た 。
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　次 に 雑貨の 秤量 （重さ）で あ る が 、坊 間商賈 に通用す る所は蒸餾水 1パ ル ム 立方の 重 さが封度 （ポ

ン ド）で あ り、 こ れに基 い て 他の 量 が定 ま る と して 封度 を重大視 し、前述 の 念仏尺に よ っ て
一

立方 寸

の 容器数箇を作 り、これ に蒸餾水を入 れ て 実測 し、其重 さを 7匁 5分 と定め て こ れ か らパ ル ム 立方 の

蒸餾 水の 重 さ を算出 して い る 。 こ こ で も自分 の 実測を重ん じた 日本人の 実証精神がかい ま見 られて 面

白い 。尚パ ル ム 立 方の 容積は 自分の 測定 によ る エ ル （メー
トル ）の 長 さ を用 い て い る 。

　封度 （ポン ド） 266銭 8 分 1 厘 4 毛 4 弗 （こ の ポ ン ドは メー トル法 に よ っ て お り lkgで ある）

　　穏　斯 （オ ン ス ）封度 10 分 1

　　羅 独 （ロ ー ド）穏斯 10 分 1

　　瓦蘭馬 （ガラム マ ）又微苦苴 （ウイ クチ
ー

）羅独 10 分 1

　　古尓列児 （コ ル レル）瓦蘭馬 10分 1

薬品秤量

　　商賈通 用封度 ノ 8分ノ 3

　　新 封度 375瓦蘭馬

　　旧封度 369瓦蘭馬

　尚 こ の r遠西 医方名物考 S 並 に 『補遺』 には、本文の 柱の下部に 「風雲堂蔵」 の 字が印刷 されて い

る。　 「風雲堂」 とは宇 田川 榛斉の 自室 の 名で あろ う。

　緒方洪庵は宇 田川 榛斉の遺命に よ っ て 『遠西医方名物考補遺』 に度量衡の 解説 を書く直前 に西洋 度

量衡 の 換算の 仕事 を仕上 げ、著書に 『医薬品術語集 3 の 名が つ けて あ っ た と緒方富雄博士 が 著 『緒 方

洪庵伝』 に書 い て い る。これ は M．S．ケ ン ゾウと い う人が著わ し、緒方三 平が 改訂増補 した もの で

あ り、写本が可成 り現存 し て い る と の 事で あるが 、筆者は まだそ の 存在 の 場所 を知 らず、従 っ て調 べ

て い な い 。

　 　　　　　　 Introduction　of 　Western　Weights　and 　Measures　into　Japan　（H）

　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　 Manpei　HASHIMOTO

　As　a　continuation 　to　the　part 　I　（this　Bulletin，　20
− 1，　1998，　p．1），　this　paper 　analyses 　three

Japanese　literatures　on　weights 　and 　measures 　appeared 　in　the　Iate　Yedo　era ．

　The　first　is　the　manuscript 　under 　the　title　of　Se／yo　Doryoko　（Western　Weights　and　Measures）

composed 　and　complemented 　by　Yoan　Udagawa　（1798
− 1846），　a　Japanese　scholar 　of　Dutch　learning

who 　introduced　Western　chemistry 　effectively 　into　Japan．　 The　manuscript 　listed　up 　the　numeral

and　monetary 　terms　as　weH 　as 　the　units 　of 　length，　weight ，　volume 　and 　time　of　Western　origin

and 　indicated　theirJapaneseequivalents ．　The　second 　istheprefatorial　note 　toapharmaceutical

book，　Efiseノ　∬ho　Mo／butaKo　（1822−1825），　co 皿piled　by　Shinsai　Udagawa，　Yoan’s　father．　This　note
contained 　a　brief　description　of 　Western　weigh 皀s　and 　measures 　by　Yoan　himself，　which 　is　now

esteemed 　as　the　first　printed 　literature　in　Japan　on　European　metrological 　units ．　The　third

is　a　supplement 　（1834）　to　the　above
−mentioned 　pharmaceutical　book．　The　supplement ，　referring

toEuropeanunitsmore 　substantially 　than　thenotebyYoan，　was　edite （lbyKoanOgata （1810−1863），
who 　learntWestern 　medicine 　from　Shinsai　Udagawa　and 　later　became　the　prominent　leader　ofmodern

medicine 　in　Japan．
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