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1．はじめに

　幕末、幕府 の 大老に あた る政治総裁職 に就任 し

た松平春嶽が、福井藩に登用 した大野規周製作 の

玉 尺 と称 す る ノ ギ ス を も っ て お られ た 。 それ が 福

井 市立郷 土歴 史博 物館 に寄贈 され た こ とに よ っ

て 、今 日まで 同館 に保 存 され て きた。そ の ノ ギス

は 、 わ が 国にお い て最も古 い ノ ギ ス の
一

つ で あ る

こ とか ら 、 そ の 性 能 と精度は どの 程 度で あ っ た か

知 りた い と思い 、ミ ツ トヨ 校正 室にて校正 したブ

ロ ッ クゲージ及び 同軸異直径 円柱棒 と板状段差 の

測 定試料 を用 い 、福井 市教育委員会 の 許 しを得

て 、 福井市立郷土 歴 史博物館 にお い て調 べ る こ と

に し た 。 そ の 結果 を こ こ に述 べ る 。 なお 、目盛 線

の 目幅や 曲が り等 の 精度、ジ ョ ウの 測定面 の 測定

範囲内で の 平行度等の 検査は 、貸 し出 しを受ける

こ とが必要 で 、こ こ で は現地 に て 出来る こ との み

の 調 査結果 で あ る 。

2．ノギスの概要

　大野規周製作の ノギ ス は図 1 に示す とお りで あ

る。そ の 製作者が 大野弥三 郎規周の もの で ある こ

と は ノ ギ ス に 刻 ま れ た 銘 の 刻印 （図 1（d））か ら

知 る こ とが で きる。こ の 刻印は 、大野規周の もの

とい うこ と、及び こ の ノ ギ ス の 製作年代はオ ラ ン

ダ留学 前の 1855 〜 1861（安 政 2 〜文久 1）年 の

聞 に あ る と、産業 考古学会 に 所属す る梶原利 夫

が、他 の 機器に あ る銘 と比較 し、当時の 事情 か ら

推定 し て い る
1）
。

　 図 1 に示 す ノギス の 表面の 本尺 目盛は ミ リメ
ー

トル 目盛で 、測定長 150mm 、ス ライ ダの 窓 に刻

まれ た バ ー
ニ ヤ 目盛 は 9mm を 10 分割 し て 最少 読

取値 0．1   として い る。そ の バ ー
ニ ヤ 目盛 の ゼ

ロ 位 が ス ライ ダ測定面 か ら約 10mm の位置に作 ら

れ て い る。裏面 は尺 ・分 目盛で、下段 目盛は 固定

ジ ョ ウ測 定面側 か ら 4 寸ま で 2 厘刻み 、更 に 先端

部 5 寸まで の 1 寸 の 間 1 厘刻 み、上段 目盛は 固定

ジ ョ ウ の 角か ら 5厘刻み で 、5 寸 5 分まで あ り、

バ ー
ニ ヤ 目盛 は なく物差 と して用い る こ とがで き

る。材質は 黄銅で 、本尺 の 幅は 15   （5 寸）、厚

さ 2．　2   、本 尺側 ジ ョ ウの 幅約 15mm 、ス ラ イ ダ

側 の ジ ョ ウの 幅 11．5mm 、ジ ョ ウの長 さ 80　 mm で

あ り、ス ライ ダ部分 を除い た全 幅 97mm ス ライ ダ

を含 める とほ ぼ 100   で ある。

　大 野規周 の 父 、弥 三郎 規行 もダイ ヤ ゴ ナ ル 目盛

を もつ 滑 り挟み尺 、すなわ ち ノ ギ ス を製作 して お

り、その ノ ギ ス は 図 2 に示す とお りで あ る。そ の

ノ ギ ス に は 、図 2（a ）に 見 られ る よ うに 、目量 1

分 に て ダイ ア ゴ ナ ル 目盛を形成 し て 、3 寸 ま で 刻

まれ て い る。ダイ ヤ ゴ ナ ル 目 盛 の 斜辺 に 対 し て 、

ス ライ ダ の エ ッ ジ との 交点 で 読取 り易 い よ うに 、

0 か ら 10 ま で の 目盛 が ス ライ ダ の エ ッ ジ に沿 い

縦に 刻 まれ て 、厘 単位 に て 読取る こ とが で き る 。

裏面は 目量 が 5 厘 で 、5 寸 ま で 刻 まれ 、ス ライ ダ

を取 り外 し、本尺 下部 目盛部分を回 して伸 ばす こ
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（a ＞ 表 面 の 概観 （本尺 ミ リ メ ー トル 目盛） （b）　 ス ライ タ の ハ
ー

ニ ヤ 目盛

（c ）　 裏面 の 概観 （寸　分　厘 目盛 　5 寸 ） （d）　 大野規周の 銘 の刻 印

図 1 松 4嗜 …嶽 か所持 し て い た大 野規周製 作の 土 尺 とTI］する ノ キ ス 　 1855 〜62年 ヒ百 （安政年間）製作

　　 測定長 150mm 　裏面 目盛は 王 目量 5厘て 5寸5分 （福＃市立郷土歴史博物館所蔵）

（a ）　表 面 タ イ ヤ コ ナ ル 目盛 、最小読取値 1 厘 （b） 裏面 寸 目盛 　目量 5 厘 　最大 目盛 値 5 寸

図 2　大 野規行の タイ ヤ ゴ ナ ル 目盛 ノ キ ス　 ス ライ タ を外 し本尺 下部を回 して

　　 裏面 目盛 を用い れは 1尺 の 物差 　1840 （天保11）年代前半製作
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と に よ り、1尺の 目盛尺 と して 用い る こ とが で き

る構造 で ある。ダイ ヤ ゴ ナ ル 目盛に つ い て は 松本

栄寿 「細密 読み 取 りダイ ヤ ゴ ナ ル 目盛 の 歴 ．史」 の

論文 を参 照 し て い 頂 きた い
2｝
。 こ の よ うなダイ ヤ

ゴ ナ ル 目盛の ノ ギ ス は他 に見 られ な い もの で 、11ti

界に おい て も極 め て 珍 しい ノ ギ ス で ある 。 今回対

象 と し た ノ ギ ス よ り古 く、 日本最古 の 現存する ノ

ギ ス で あ る。 こ の ノ ギ ス は 上述 し た梶原利 夫が保

存 し て お り、1845年前後 の 作で あ る とい うu 大

野規周の 図 1 の ノ ギ ス は 、父 、規行の 図 2 の ノ ギ

ス の 形 によ く似て お り、父 の ノギ ス を模 し て 製作

し た も の で あろ う。

　バ ー
ニ ヤ 目盛に つ い て の 情報 は 1783年 に本木

良永訳 によ る 「象限儀用法」 に よ っ て 長崎に 入 っ

て お り
1） 3〕

、また、ダイ ヤ ゴナル 目盛やバ ーニ ヤ

日盛 を備 えた測 量機器 や天 文 観 測機器 （例 えば

1791 （寛政 3）年 バ ー
ニ ヤ 目盛 を もつ 八 分儀 ）が

幕府 に献上 されて い る。従 っ て 、幕府 の 暦局御用

時計師で ある大野規行親子 は こ れ らを見 て い た で

あろ うと思われ る。また、こ の ノギ ス が ミリメー

トル 目盛 であ る こ とは、当時オ ラ ン ダは 既に メ ー

トル 法 を実施 し て い たか ら、長崎に 人 っ て きた 大

砲 ， 溶鉱炉 等や工 作機械の 図面は メ ー トル 単位に

て 書か れ て い た はず で ある。故に 、それ を まね て

い る と考 え られ る。 こ の よ うに大野規周 が ミ リ

メ ー トル 目盛の ノ ギ ス を作 っ て 不 思議で な い 状況

が整 っ て い た と言え る。

3．精度測定結果

　ノ ギ ス の 精度 を調 べ る た めに用 い た試料は 、図

3 の とお りの 同軸異径 円柱測定 試料 、板状 段 差測

定試料、及び 30mm と 75   の ブ ロ ッ ク ゲージ並

び に 30   と 75   とを密着させ た 105   で あ

る 。 測定試 料は ミツ トヨ の 検査 室 にお い て 測定 の

不 確 か さ O．5 μm で 、 ツ ア ィ ス 横型万 能測長器 に

よ っ て校正 され て い る。

　まず 目測で ノ ギ ス の 目盛 の 状態 をみ た。全体 に

良 い 刻線 と見 られ た 。 しか し 、
バ ー

ニ ヤ 目盛 の

2、7、8 口盛 が やや 太 く刻まれ て い る よ うに 見 ら

れ た。

　次に こ の ノ ギ ス を使 っ て、同軸異径円柱測定試

料及び板状段差平面測定試 料 並び にブ ロ ッ クゲー

ジを測定 し た 。 そ の 結果 、 表 1 〜 3 に示す 値を得

た。測定値はそ れ ぞれ 5 回 の 測定 の 繰返 し によ っ

て 求 め た。そ の 測 定時 の 室温 は 25．5 〜 26．7 ℃

で 大きな変化は なか っ た。試料 は部屋 に しば ら く

放置 し た後 に測定 した 。 標 準温度 20 ℃ か らほ ぼ

6 ℃ の 違 い に よる熱膨張 の 影響 は、鋼 と黄銅 の 材

質 に よ る 熱膨 張係 数 の 差 が 7 × 10
−6
／℃で あ る か

ら測定長 25   とす る と、1 μ m とな る 。 従 っ て、

こ の 場合 の 測定 にお い て は無視で きる値であ る。

　各表に は、基 準値 と して 測長器 に て 求めた値を

示 し 、次 の 行 の 測定値にば らつ き の 範囲 、最終行

に 平均値 と して 、そ の 部分 の 値 を示 した 。基準

値 は マ イ ク ロ メ
ー

トル ま で 測 られ て い る が、ノ

ギ ス の 測 定値 に あわ せ た値 に ま る め た。読取 値

は 0．1   以 内で あ り、 資料 の 大 き さに よ っ て ば

らつ き の 程度は ほ とん ど変 わっ て い ない 。平均値

は 0．01   の 桁 を小 さい 値で 示 し、比 較の 便をは

か っ た 。 測定 の 平 均値 が 基準値 に合 致 し て い れ

ば 、
正 し い 値 を読取 る こ と が 出来た こ とを示す。

　 ノ ギ ス にお け る測定 で は 、測定部 を挟 む に あ

た っ てジ ョ ウの 元 また は先 の部分 に て 測 っ た場合

違 い がで る こ とが 多い の で 、それ らの 測定も行 っ

↓
NQ ． 123456

↓
6

5

灑定監置 4 誕o．
3

2
1

測 定位置

　（a ＞　 同軸異径 円柱測定試料　　　　　　　　　　　　　　（b）　板状段差測定試料

　　　　　　　 図3　測定試 料 の 形 状 （丸 軸及 び 平面） と測定場所
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表 1 円柱試料 の 測定結果 （測 定時 の 気温 25．5 〜 26．・7 ℃ 、測定 日時 ：2011年 7 月 22 日、午後 2 時〜 4 時）

　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　 単位 ：  

測定位 置 位置 1 位置 2 位置 3 位置 4 位置 5 位置 6

基 準 値 15．97 13，92 24．94 13，76 18，02 11，96

測 定 値 15．9 〜16．D 13．9 24．9 〜25．013 ．7 〜 13．818 ．0 〜 18．111 ．9 〜12．0

測 定 平 均 値 15．96 13，90 24．98 13．78 18．02 11．98

表 2　板状試 料 2 面間の 測定結果 （測定時 の 気温 25．5 〜 26．7 ℃） 単位 ：  

測定位 置 位置 1 位置 2 位置 3 位置 4 位置 5 位置 6

基 準 値 6．34 9．59 14．54 18，22 22，10 24．16

測 定 値 6．3 〜4 9．6 14，5 〜6 18．2 〜3 22．1 24．2

平 均 値 6．38 9．60 14．54 18．24 22，10 24，20

表 3　ブ ロ ッ ク ゲージ の 測定結果

　　　（測定時の 気温 25．5 〜 26．7 ℃ ） 単位 ：  

測定ゲ
ージ G．B1 G，B．2 G．B．3

基 準 値 30，000 75．000 105．000

測 定 値 30．0 74．9 〜75，0104 ．9

平 均 値 30．00 74．94 104．90

た。そ こ に お け る測 定値 の 変 化 は、0．1mm 以 内

の 違 い しか なか っ た 。

　 こ れ らの うち丸 軸 の 測 定 にお け る読取 り の 標

準不確 か さは 0，039   、板状 とブ ロ ッ ク ゲージ

の 平面の 読 取 り標準不 確か さは 0．023mm 、読取

りの 合成標 準不 確 か さは 0．038mm 、す な わ ち 、

95％の 信頼限界 の も と O．　08mm の 拡張 不確か さ で

あ る こ とに な る。こ の ノ ギ ス の 不確か さは現在 の

ノ ギ ス 0．04   の ほ ぼ 2 倍程度、バ ー
ニ ヤ 目盛 の

構成を考慮すれ ば、ほぼ同等 に近 い と言 える 。

　以上 か ら、測定値 は極めて 良くあ っ て い る とい

え る。な お、70mm 以 上 の 目盛 に お い て 、や や伸

び て い る よ うで 、小 さめ の 値 を得る傾 向が ある。

い ずれ に しろ良い 測定性能をもっ て い る ノギス で

あ る 。

4 ．結び

　 大野規周製作の ノ ギ ス を調 べ る こ とがで き、日

盛 の 刻線 も正確で 良い 精度 をもっ て い る こ とが わ

か り、当時の 大野規周 の 技術 の 高 さを知 る こ とが

で きた。長い長 さに お い て 、等 間隔に 目盛 を刻 む

こ とは 極め て難 し い 技術で ある 中、手 作業 にて成

し遂げた こ とは 、誇 っ て よい 技術 で あ る とい え

る。
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