
第 ５ 章  

「 無 用 の 用 」 を 築 い た 関 流 の 和 算 家 た ち  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



江 戸 期 の 和 算 家 の 交 流 ・ 系 統 を あ え て 図 式 化 す る

と 次 頁 の よ う に な る 。  

毛 利 重 能 が 京 都 に 塾 を 開 き 「 割 算 書 」 を 出 版 し た

の が 1622 年 、 そ こ に 、 朱 印 船 や 疎 水 工 事 で 有 名 な

角 倉 了 以 の 子 吉 田 素 庵 と 親 戚 の 若 者 吉 田 光 由 が 学

び 、 光 由 は 1624 年 に 「 塵 劫 記 」 を 初 め て 出 版 し

た 。 そ れ ら の 本 に 参 考 に さ れ た の が 中 国 の 「 算 法 統

宗 」 で あ っ た 。 以 後 の 数 学 は 関 孝 和 に 受 け 継 げ ら

れ 、 荒 木
あ ら き

村
む ら

英
ひ で

か ら 山 路
や ま じ

主
ぬ し

住
ず み

へ 、 さ ら に 日 下
く さ か

誠
まこと

へ 、 そ

し て 久 留 米 藩 主 の 数 学 者 有 馬
あ り ま

頼 徸
よ り ゆ き

へ と 繋 が っ て い

く 。 関 か ら は い く つ か の 流 れ が で き る が 、 建 部 賢

弘 、 中 根 元 圭 は 当 時 、 中 国 か ら 入 っ て き て い た 暦 が

現 実 の 月 食 の 日 と ず れ て い る こ と か ら 、 徳 川 吉 宗 か

ら 新 し い 暦 の 作 成 を 命 ぜ ら れ 、 そ の 作 成 に 挑 む 中

で 、 禁 書 で あ っ た 洋 算 書 輸 入 へ の 決 断 を 仰 ぎ こ れ を

実 現 し た 。 さ ら に 、 彼 ら に よ っ て 、 今 で い う （ 演

段 ） 高 次 連 立 方 程 式 な ど の 一 般 解 へ の 解 法 な ど が 開

発 さ れ 、 中 国 や 西 欧 の 数 学 書 を 超 え た 理 論 を 作 り 上

げ る ま で に な っ て い っ た 。 こ れ に 比 べ 、 長 谷 川
は せ が わ

寛
ひろし

か

ら 千 葉
ち ば

胤
た ね

英
ひ で

一 族 へ の 流 れ は 、 専 門 的 な 分 野 の 開 拓 と

い う よ り も 、 算 術 の 一 般 へ の 普 及 に 力 点 が あ っ た と

い え る 。  

 

 



 角 倉 了 以
す み の く ら り ょ う い

 毛 利 重 能
も う り し げ よ し

「 割 算 書 」 中 国 「 算 学 啓 蒙 」  

（ 子 ）         

吉 田 素 庵    今 村 知 商  沢 口 一 之 「 古 今 算 法

記 」      

吉 田 光 由 「 塵 劫 記 」  関 孝 和 「 発 微 算 法 」  

渡 辺 籐 兵 衛 （ 光 由 看 取 る ）  

       荒 木 村 英   

山 路 主 住  建 部 賢 弘 (発 微 算 法 演 段 諺 解 ）  

安 島
あ じ ま

直
な お

円
ず み

 

「 拾 璣 算 法 」 有 馬 頼 徸
よ り ゆ き

 日 下
く さ か

 誠    中 根 元 圭  

           和 田 寧  内 田 五 観  

藤 田 貞 資  長 谷 川 寛
ひろむ

 徳 川 吉 宗 （ 将 軍 ）              

      長 谷 川 弘  井 澤 弥 惣 兵 衛  中 根 彦 楯   

会 田 安 明 (最 上 流 )  梶 山 次 俊 (一 関 藩 家 老 )  

山 口  和 （ 水 原 の 遊 歴 算 術 家 ）  

  千 葉 胤 秀 「 算 法 新 書 」  

     千 葉 胤 英 （ 子 ）   千 葉 六 郎 （ 孫 ）  



こ の 他 、 天 文 ； 高 橋
た か は し

至
よ し

時
と き

、 高 橋 景
た か は し か げ

保
や す

親 子 、 天 文 、

測 量 、 日 本 地 図 の 作 成 ； 伊 能 忠 敬 な ど が い る 。 ま

た 、 こ れ ら の 系 統 図 の そ れ ぞ れ に 各 地 で 活 躍 し た 地

元 和 算 家 た ち が そ の 名 を 連 ね て い る は ず だ が 省 略 し

て あ る 。  

 関 孝 和（ ?-1708）、荒 木 村
む ら

英
ひ で

（ 1640-1718）は ほ ぼ 同

時 期 を 生 き た 人 達 で あ っ た 。 そ れ か ら 少 し 遅 れ な が

ら 建 部 賢 弘（ 1664-1737）、中 根 元 圭（ 1701-1761）、山

路 主
ぬ し

住
ず み

（ 1704-1784）、有 馬 頼 徸
よ り ゆ き

（ 1714-1783）と 続 く 。

そ の こ ろ 、ヨ ー ロ ッ パ で は 、フ ェ ル マ ー (1601-1665)

の 次 の 世 代 で 、ニ ュ ー ト ン (1642-1727)、ラ イ プ ニ ッ

ツ （ 1646-1716） 、 続 い て 、 オ イ ラ ー が 活 躍 し て い た

と き で あ っ た 。  

 関 孝 和 は 沢 口
さ わ ぐ ち

一 之
か ず ゆ き

の「 古 今 算 法 記 」の 遺 題 15 問 を

解 い た が 、こ の 問 題 の 解 法 に は 、天 元 術 だ け で は 難 し

く 、高 次 多 元 連 立 方 程 式 を 作 り 文 字（ 変 数 ）を 消 去 す

る 方 法 を 開 発 す る 必 要 が あ っ た 。こ れ を 関 孝 和 は 、傍

書 法 と い う 手 法 を 開 発 し 、 現 在 の 行 列 式 を 使 っ た 計

算 に 相 当 す る 手 法 で 解 決 し て い っ た 。し か し 、そ の 解

法 の 解 説 は な く 当 時 の 人 た ち に は こ の 本 の 解 読 は 難

解 で あ っ た と い う 。こ れ を 解 決 し て「 発 微 算 法 演 段 諺
げ ん

解
か い

」を 出 版 し た 建 部 賢 弘 は 建 部 賢 明
かたあきら

、賢 之
か た ゆ き

の 兄 た ち と

と も に 、関 に 学 ん で い た 。賢 明 は 関 孝 和 の 亡 く な っ た



後 、 関 流 の 業 績 を 集 大 成 し た「 大 成 算 経 」 を 1710 年

に 出 し て い る 。 関 と 同 じ よ う な 解 法 を 開 発 し 少 し 遅

れ て 1678 年 「 算 学 紛 解 」 を 出 し た の が 田 中 由
よ し

真
ざ ね

で 、

そ の 弟 子 の 佐 治
さ じ

一 平
か ず ひ ら

は 関 の「 発 微 算 法 」を 批 判 し た と

し て 知 ら れ て い る 。  

 関 孝 和 の 代 表 作 に は 、「 解 見 題 之 法 」  、「 解 隠 題 之

法 」、「 解 伏 題 之 法 」の 三 冊 が あ る 。関 の 多 次 元 連 立 方

程 式 を 解 く 方 法 は 、今 で い う と 、組 立 除 法（ ホ ー ナ ー

法 ）を 使 っ て 方 程 式 の 解 を 求 め て い く 法 と い え る 。こ

の 方 法 が 確 立 す る と 、そ の 発 展 と し て 、テ ー ラ ー 展 開

な ど が で き る よ う に な り 、 和 算 も 実 用 数 学 か ら 一 歩

出 て 、三 角 関 数 や 逆 三 角 関 数 、そ の 無 限 級 数 展 開 、対

数 、対 数 表 、三 角 関 数 表 、円 周 率 、球 面 三 角 法 、無 限

級 数 の 和 、 定 積 分 等 が 扱 わ れ 西 洋 の 数 学 に 近 い 形 と

な っ て い く が 、 そ の 扱 い は 今 で い う 純 粋 数 学 的 理 論

と い う よ り も 、 実 際 の 計 算 結 果 に 興 味 を 持 っ た 展 開

と な っ て い た と い う 。背 景 に は 、西 洋 の 技 術 か ら 影 響

を 受 け た 天 文 学 、測 量 学 、航 海 術 、暦 の 作 成 へ の 応 用

が 背 景 に あ っ た と い え そ う で あ る 。  

 こ こ か ら 、 再 び 数 学 教 育 の 世 界 へ 戻 っ て こ の 辺 の

動 き を 探 っ て い こ う 。そ こ に は 、後 述 す る 内 田 五
い つ

観
み

と

そ の 弟 子 た ち 、 お よ び そ の ラ イ バ ル 関 係 に あ っ た 長

谷 川 寛
ひろし

、 長 谷 川 弘
ひろむ

親 子 と そ の 弟 子 た ち が い る 。 こ の

他 、 全 国 に 数 多 く の 和 算 家 た ち が 活 躍 し た 時 代 で あ



っ た と い え る 。 こ こ で は 、 ま ず 、 藤 田 貞 資
さ だ す け

（ 1734-18

０ ７ ）を 取 り 上 げ る 。藤 田 は 今 の 埼 玉 県 深 谷 市 の 出 で

あ る が 、こ の 頃 、隣 接 す る 群 馬 県 吾 妻 郡 出 身 で 関 東 地

方 を 主 に 遊 歴 し 算 術 を 教 え た 剣 持 章 行 や 、 新 潟 出 身

で や は り 全 国 を 回 り な が ら 数 学 を 教 え て い た 山 口 和

な ど が い た 。 現 在 の 埼 玉 県 深 谷 市 川 本 文 化 会 館  

前 に 藤 田 貞 資 の 碑 が あ る 。 藤 田 は 武 蔵 の 国 男
お

衾
ぶすま

郡 本

田 村 の 郷 士 の ３ 男 と し て 生 ま れ 、 藤 田 家 の 養 子 に な

る 。          2 0 1 2 年「 広 報 ふ か や 」誌 掲 載  

  日 本 学 士 院 蔵  

藤 田 貞 資 の 碑           藤 田 雄 山 貞 資 像  

碑 文 に は 次 の よ う に 解 説 し て あ る 。「 関 流 山 路 主 住

に 和 算 を 学 び 、幕 府 天 文 方 に 出 仕 し 、後 に 関 流 四 伝 と

な る 。 そ の 後 、 有 馬 頼 徸
よ り ゆ き

侯 の 師 範 に 招 か れ 、 1781 年

 

 



「 精 要 算 法 」を 著 し 、会 田 安 明 と の 論 争 は 数 学 へ の 世

の 関 心 を 大 い に 喚 起 す る 。 （ 略 ） 」 と あ る 。  

藤 田 の「 精 要 算 法 」で は 、古 代 中 国 の 荘 子 の 書 に あ

る と い う「 無 用 の 用 」を 使 っ て 以 下 の よ う に 述 べ た 。

「 今 の 算 数 に 用 の 用 、無 用 の 用 、無 用 の 無 用 あ り 、用

の 用 は 貿 易 、賃 貸 、斗 解 、丈 尺 、城 郭 、天 宮 、時 日 そ

の 他 、人 事 に こ と あ る も の す べ て こ れ な り 、故 に 、こ

の 書 上 中 ２ 巻 は 人 の 最 も 卑 し く と 思 え る 貿 易 、 貰 貸

の 類 、日 用 の 急 な る も の に し て し か も 、他 の 諸 算 書 に

見 え ざ る 我 が 発 明 せ る 術 こ れ を 載 せ る 。 関 流 の 禁 秘

こ と ご と く 此 の 術 中 に あ ら わ す 。  

無 用 の 用 は 、題 術 及 び 異 形 の 適 等 、無 術 の 術 の 類 是

な り 。こ れ 人 事 の 急 に あ ら ず と い え ど も 、講 習 す れ ば 、

有 用 の 助 け と な る 。 ゆ え に こ の 書 下 巻 は 題 術 の 初 学

に 便 な る も の を 、そ の 術 文 の 煩 を 去 り 、簡 に 帰 し て こ

れ を 載 せ る 。こ の 間 、異 形 の 適 等 無 極 の 術 を 興 す 。ま

た 、 対 極 は 算 数 の 本 源 な る や 上 中 下 巻 中 に 具 す 。  

無 用 の 無 用 は 、 近 時 の 算 書 を 見 る に 題 中 に 点 線 相

混 じ 、平 立 相 入 る 。こ れ 数 に 迷 っ て 、理 に 闇 く 、實 を

棄 て 、虚 に 走 り 貿 易 貰 貸 の 類 に お い て 、算 に 達 し た 者

の 道 を 疾 っ し む る も の 知 ら ず し て 甚 だ 卑 し き こ と 思

い 、己 の 奇 巧 を あ ら わ し 、人 に 誇 ら ん と す る の 具 に し

て 、實 に 世 の 長 物 な り 、故 に か く の ご と き は 一 も こ れ

を 載 せ ず 。 」 （ 平 山 諦 「 和 算 の 歴 史 」 よ り ）  



藤 田 の 生 家 の 前 に は 碑 が あ り 、 そ こ に は 次 の よ う

に 書 か れ て い る 。「 雄 山（ 藤 田 ） は 多 く の 弟 子 を 育 て

た 教 育 者 で も あ り ま し た 。 そ の 門 弟 は 数 １ ０ ０ 人 と

も い わ れ て お り ま す 。中 で も 上 州 板 鼻（ 群 馬 県 安 中 市

板 鼻 ）の 小 野 栄 重 は 、伊 能 忠 敬 の 日 本 地 図 の 作 製 に 貢

献 し て い ま す 。」  

 藤 田 貞 資 の 菩 提 寺 は 、 東 京 四 谷 西 応 寺 内 の 門 前 近

く に あ る 。 碑 文 は な く 、 雄 山 藤 田 先 生 之 墓 と あ る 。  

藤 田 と 論 争 を 続 け て い た と い う 会 田 安
や す

明
あ き

（ 1747 －

1817）の 墓 も や は り 東 京 に あ り 、浅 草 の 浅 草
せ ん そ う

寺 境 内 の

中 に 碑 文  と と も に あ る 。  

   会 田 安 明 塚  

 

 西 応 寺 内 の 藤 田 貞 資 の 墓  

 

 



       會 田 先 生 算 学 塚 銘  

会 田 は 文 化 14 年 10 月 26 日 に 江 戸 で 亡 く な り 、弟

子 達 33 名 が 会 田 の 愛 用 し た 算 木 を 埋 め て こ の 碑 を 建

て た と い う 。会 田 は 教 育 に そ の 才 を 発 揮 し 、門 弟 の た

め に 書 か れ た 伝 書 を 書 き 写 す こ と に よ っ て 、 最 上 流

の 免 許 皆 伝 を 与 え 、そ う し て で き た 書「 算 法 天 生 法 指

南 」を 出 版 し た 。ま た 、当 時 全 国 で 行 わ れ だ し た 算 額

を 集 め 解 を つ け て 分 析 し 、 1789 年 、 1807 年 に 「 新 壁

算 法 」 と そ の 続 編 を 出 し て 門 弟 た ち の 教 育 に あ た っ

た 。会 田 は 山 形 に 生 ま れ た が 、山 形 に 戻 ら な か っ た 。

し か し 、最 上 流 は 新 発 田 、松 代 、弘 前 、山 形 、二 本 松 、

三 春 な ど の 各 藩 で 特 に 普 及 し て い た と い う 。（ 平 山 諦 ） 

 関 流 4 伝 の 安 島 直 円 ( 1739～ 1798 )の 碑 は 、慶

応 大 学 三 田 キ ャ ン パ ス 正 門 近 く の 幽 霊 坂 を 下 り

た 途 中 に あ る 常 林 寺 の 山 門 を 入 っ た す ぐ 右 に 下  

の 碑 文 と 共 に あ る 。  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

   安 島 直 円 墓  

 

上 の 碑 文 に あ る 「 三 斜 三 円 衝 」 と は 、 三 角 形 に

内 接 す る 大 、 中 、 小 の 互 い に 外 接 す る 円 の 作 図

法 を 言 う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 三 斜 と は 三 角 形 の 3 辺 を 指 し 、そ れ ら の 大 き

さ が 大 斜 ( 507 )、 中 斜 ( 375 )、 小 斜 ( 252 )の 場 合 、

そ の 円 の 直 径 は 小 円 ( 72 ) 、 中 円 ( 112 .5 ) 、 大 円

 



( 128 )に な る こ と を 現 在 の 2 次 方 程 式 で 解 い て

求 め た 。 西 欧 で は 安 島 よ り も 遅 れ て 、 イ タ リ ア

の マ ル ハ ッ チ が 一 般 の 三 角 形 に お い て こ の 問 題

を 解 い た と い う 。 (岩 田 至 庚 『 幾 何 学 大 事 典 』

1 ) (ｐ 356 )） 安 島 は こ の 他 、様 々 な 図 形 の 内 接 、

外 接 関 係 に つ い て し ら べ た が 、 こ こ で 特 筆 す べ

き こ と は 真 数 と 対 数 の 関 係 を 表 で 表 し た こ と で

あ る 。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

三 角 形 ABC に 内 接 す る 円 Ⅰ の 直 径 を D と す る 。

底 辺 を BC、高 さ を ｈ と し 、底 辺 に 接 す る 直 径 ｄ

の 3 個 の 等 し い 円 I 1 , I 2 , I 3 が 図 の よ う に 三 角 形

ABD 1、AD 1 ,D 2、AD 2 C と そ れ ぞ れ 接 す る よ う に

 

 



作 る 。こ れ ら の 小 円 の 直 径 ｄ と 大 円 の 直 径 D と

の 関 係 は ど の よ う に 表 さ れ る か 。  

 三 角 形 ABC の 各 頂 角 の 二 等 分 線 は 1 点 I で

交 わ る 。 こ の 点 I か ら 3 辺 へ 下 し た 垂 線 の 長 さ

は そ れ ぞ れ 等 し い 。 こ の 性 質 を 利 用 し て 、 三 角

に 内 接 す る 円 が 作 図 で き る 。 上 の 図 で は 、 大 円

I の 直 径 D と 3 個 の 小 円 I 1 , I 2 , I 3 の 直 径 d と の

関 係 は 、 以 下 の よ う に な る 。  

    ｄ ＝ ｈ ( 1－ 𝟏 −
𝑫

ｈ

𝟑 )  

 一 般 に 、小 円 が I 1 , I 2 , , , ,  I n と ｎ 個 続 く と き に 、

上 の 式 は 3 重 根 が ｎ 乗 根 と な る 。こ れ を 江 戸 の

数 学 者 は 実 際 の 数 値 で 表 現 す る 必 要 が あ っ た 。

そ こ で 、 こ の ｎ 乗 根 を 開 く た め に 真 数 と 対 数 の

関 係 が 必 要 で あ っ た 。 そ こ で 、 安 島 は 今 で い う

対 数 を 配 数 と 呼 び 、下 の よ う な 対 数 表 を 108 対

作 っ た 。  

     真 数       配 数  

 7 . 9432  82 34  72428 …      0 .9  

  6 .309 5  7344  48019 …      0 . 8  

対 数 記 号 l o g は 使 用 し て い な い 。 (平 山 諦『 和 算

の 歴 史 』、『 東 西 数 学 物 語 』 )  

 

 



 第 ６ 章  

 和 算 の 教 育 力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こ こ で は 、和 算 の 普 及 に 尽 力 し た 江 戸 、新 潟 、

岩 手 を 代 表 す る ３ 人 の 和 算 家 を 紹 介 す る 。  

 

 （ 1）  長 谷 川 善
ぜ ん

左
ざ

衛 門
え も ん

寛
ひろし

 

長 谷 川 寛 （ 1 7 8 2～ 1 8 3 9） は 、 関 流 の 日 下 誠 の 弟 子

で 神 田 鍋 町（ 現 在 の 鍛 冶 町 ３ 丁 目 ）に 長 谷 川 道 場 と い

う 和 算 の 塾 を 開 い て い た 。弟 子 に は 、山 口 和
や ま ぐ ち か ず

や 、千 葉
ち ば

胤
た ね

秀
ひ で

な ど が お り 、活 発 な 活 動 を し て い た 。長 谷 川 寛 は 、

天 保 ２ 年 に 、長 谷 川 寛 閲 、千 葉 胤 秀 編「 算 法 新 書 」を

著 わ し て い る 。こ れ ば か り で な く 、同 じ く 、長 谷 川 寛

閲 、山 本 賀
や ま も と か

前
ぜ ん

 編 で「 大 全 塵 劫 記 」、「 算 法 点 竄 手 引 艸
さ ん ぽ う て ん ざ ん て び き ぐ さ

初 編 」 な ど 出 し た 。  

 三 上 義 夫 は「 東 西 数 学 史 」の 中 で 、長 谷 川 寛 に つ い

て 次 の よ う に 書 い て い る 。「 長 谷 川 は 数 学 教 科 書 の 作

者 と し て は 優 れ た 手 腕 の 持 ち 主 で あ っ た 。 又 教 授 に

甚 だ 巧 で あ っ た 。 独 創 の 見 に 於 い て は も と よ り 第 一

流 の 人 で は な い が 、 世 に 名 声 の 高 い こ と は 恐 ら く 及

ぶ も の が な か っ た で あ ろ う 。」、「 長 谷 川 父 子 と 同 時 期

に 門 流 の 盛 ん な も の に 内 田
う ち だ

五
い つ

観
み

が い た 。 彼 は 日 下
く さ か

誠
まこと

（ 長 谷 川 寛 と 同 じ 師 匠 ）の 高 弟 に し て 、少 年 時 代 か ら

頗 る 頭 角 を 顕 わ し 、又 研 究 す る 所 も 多 か っ た 。著 述 も

亦 多 い 。「 古 今 算 盤
さ ん ば ん

」は 五 観 が 世 に 問 う た 最 初 の 作 で

あ る 。 彼 は 長 谷 川 父 子 の 如 く 了 解 し 易 き 教 科 書 を 作

る こ と は し な か っ た け れ ど 、 門 人 の 教 育 に 於 い て 甚



だ 努 め た も の ら し く 、 長 谷 川 父 子 が 数 学 の 普 通 教 育

に 達 し た に 対 し て 、 内 田 五 観 は 数 学 専 門 教 育 に 優 れ

て い た と 謂 う べ き で あ ろ う 。 彼 の 門 中 か ら は 有 力 な

専 門 家 が 多 く 排 出 し た 。」  

 内 田 五 観 の 時 代 に は 、西 洋 数 学 の 一 端 が 、中 国 訳 や

オ ラ ン ダ 語 訳 の 形 で 、 少 し ず つ 手 に 入 る よ う に な っ

て き た 。そ の 背 景 に は 土 地 の 測 量 、地 図 の 作 製 、暦 、

建 物 の 建 築 、 売 買 勘 定 な ど の 活 用 と い う 実 用 的 な 側

面 が あ る 一 方 で 、 算 額 に 見 る よ う な あ ま り 実 用 に 供

し な い 、ど ち ら か と い う と 数 学 の“ 美 し さ ”を 追 求 す

る 場 と し て あ っ た と い え る 。出 し 合 い・解 き 合 い 、す

ば ら し い 解 が 出 来 る と 和 算 塾 ・ 道 場 の 一 族 揃 っ て 神

社・仏 閣 に 算 額 と し て 奉 納 し 、神 仏 へ の 感 謝 と と も に 、

そ の 業 績 を 世 間 に ア ッ ピ ー ル し た 。あ る 種 囲 碁・将 棋

の 世 界 の よ う な と こ ろ が あ っ た 。 全 国 に 数 多 く の 和

算 塾 が あ っ た と い う が 、 そ の 経 営 は 厳 し か っ た よ う

だ 。塾 は 利 潤 の 追 求 よ り も 、数 理 の 追 求 の よ さ に 目 覚

め た 人 た ち の 集 ま り ・ 交 流 の 場 と な っ て い た 。  

 長 谷 川 道 場 は 弟 子 達 も 多 く 、 後 に 説 明 す る 千 葉
ち ば

胤
た ね

秀
ひ で

親 子 な ど の 活 躍 も 有 り 、明 治 ま で 算 法 新 書 、大 全 塵

劫 記 な ど の 各 種 の 和 算 書 を 弟 子 と 共 に 著 わ し 、 和 算



の 普 及 に 貢 献 し た 。そ の 場 所 ― 鍋 町 は 、そ の 名 の 通 り 、

鍋 や 小 物 を 作 る 職 人 の 町 で 、 現 在 の 神 田 駅 の      

近 く で あ っ た 。駅 前 の 大 通 り に 、鍋 町 と 現 在 の 鍛 冶 町

三 丁 目 と の 比 較 が で き る 地 図 が あ る 。  

こ の よ う な 昔 か ら 活 気 の あ る 町 で 、 長 谷 川 寛 も 武

家 の 出 で は な く 、 ２ 代 目 と し て 養 子 に 迎 え た 長 谷 川

善 左 右 衛 門 弘
ひろむ

（ 1 8 1 0～ 1 8 8 7）も 武 家 で な く 農 家 の 出

で あ っ た 。  

 一 関 市 博 物 館 収 蔵 の「 長 谷 川 数 学 道 場 名 簿 」（ 明 治

1 2 年 も の ） に よ る と 、 塾 長 （ 斎 長 と い う ） は 駿 河 静

岡 小 野 友 五 郎 広 胖 、 助 教 に 陸 中 一 関 千 葉 善 右 衛 門 胤

秀 他 ２ 名 、 そ の 他 門 人 と し て 日 本 中 か ら 3 8 0 名 の 名

が あ る 。 そ こ に は 後 述 の 都 築 源
つ ず き げ

右
ん

衛 門
え も ん

利
と し

治
は る

や 明 治 の

数 学 教 育 界 に 名 を 馳 せ た 東 京 の 岡
お か

本 則 録
も と の り ぶ み

が い る 。  

 



（ 2）  坎 山
か ん ざ ん

山 口
や ま ぐ ち

和
か ず

 

白 鳥 の 飛 来 で 有 名 は 新 潟 県 瓢
ひょう

湖
こ

、 そ の ほ と り の 八 幡

宮 に 和 算 家 坎 山
か ん ざ ん

山 口 和
か ず

（ 生 誕 不 明 ～ 1 8 5 0 年（ 嘉 永 ３ ）

没 ） の 顕 彰 碑 が あ る 。  

年 ） 没 ） の 顕 彰 碑 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

水 原 （ す い ば ら ） の 瓢 湖  

 

山 口 和 は 、こ こ 阿 賀 野 市 で 生 ま れ 、は る ば る 江 戸 神

田 鍋 町 (今 の 鍛 冶 町 ３ 丁 目 )に あ る 長 谷 川 寛 の 長 谷 川

道 場 で 和 算 を 学 ん だ 。 山 口 は 同 じ く 関 流 の 望 月 藤 右

衛 門 に 教 わ っ て い た が 、 望 月 の 紹 介 で 長 谷 川 道 場 へ

行 っ た と 言 わ れ て い る 。  

 湖 の ほ と り 水 原 八 幡 宮 境 内 に 山 口  和 の 碑 が あ る 。 

「 山 口 坎 山 先 生 頌 徳 之 碑 」 に は 次 の よ う な 文 が 掲

げ ら れ て い る 。「 山 口 先 生 は 水 原
す い ば ら

の 人 で 、江 戸 に お い

 



て 算 学 者 長 谷 川 西 磻
は せ が わ せ い ば ん

先 生 の 門 に 入 り 関 流 算 学 を 正 統

に 承 け て 研 学 多 年 つ い に そ の 実 儀 を 究 む 文 政 の 初 天

下 周 遊 の 途 に つ き 全 国 に 多 数 の 門 弟 を 養 成 し 本 邦 算

学 史 上 に 偉 大 な 足 跡 を 遺 せ り 。・ ・ ・ 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 原 八 幡 宮 と 石 碑         坎 山 山 口 和 碑  

 

 西 磻 と は 、 神 田 鍋 町 の 長 谷 川 善 右 ヱ 門 寛
ひろし

（ 1 7 8 2 ~ 1 8 3 8）の 号 で あ る 。山 口 は 新 潟 阿 賀 野 か ら は

る ば る 江 戸 神 田 ま で 師 を 求 め て 旅 を し て い っ た 。 山

口 和 は 、関 流 の 日 下
く さ か

誠（ １ ８ ６ ４ ～ １ ８ ３ ９ ）の 弟 子

の 望 月 藤 右 衛 門 に 学 び 、さ ら に 、長 谷 川 寛 の 元 へ 弟 子

入 り し た 。研 学 多 年 と は 1 7 年 ほ ど 長 谷 川 門 下 生 と し

て 過 ご し た と い う 。山 口 和 の 特 徴 的 な 所 は 、碑 文 に も

あ る よ う に 天 下 周 遊 の 旅 に 出 た こ と で あ る 。 こ こ で

は 文 政 初（ 元 年 ）、1 8 1 8 年 と あ る が 、佐 藤 健 一 氏 の 書

 



で は 文 化 1 4 年 （ 1 8 1 7 年 ） と あ る 。 山 口 は ６ 回 ほ ど

全 国 を 旅 し 地 方 の 算 学 者 と の 交 流 を 行 っ て い た こ と

か ら 、1 8 1 7 年 ～ 1 8 1 8 年 頃 何 度 目 か 目 の 旅 に 出 た と 思

わ れ る 。  

 旅 の 記 録 は 、有 名 な「 道 中 日 記 」に あ り 、水 原 八 旛

宮 に 、 算 額 と と も に 道 中 日 記 の 資 料 が 奉 納 さ れ た と

い う 。  

 山 口 和 と 同 じ よ う な 遊 歴 和 算 家 は 、法
ほ う

道 寺
ど う じ

善
ぜ ん

、大 島
お お し ま

喜
き

侍
じ

、佐 久 間
さ く ま

纘
つづき

、剣 持
け ん も ち

章
あ き

行
ゆ き

な ど 数 多 く い る 。こ う し た

全 国 を 歩 き 、和 算 を 教 え 、論 議 し 合 い 、互 い に 研 鑽 し

合 う 絆 が 、こ の 頃 の 日 本 に あ っ た と い う こ と だ ろ う 。

そ の 一 端 は 、 1 0 章 の 正 覚 寺 で の 森 朴 齊
も り ぼ く さ い

へ の 地 主 の 態

度 に 見 て 取 れ る 。山 口 和 は 、全 国 を 旅 し た と き 、全 国

の 和 算 家 と 数 学 談 義 を し 、 各 地 の 寺 院 仏 閣 に 掲 げ ら

れ て い た 算 額 の 問 題 を 写 し 、そ れ を 解 き 、各 地 の 弟 子

へ 出 張 講 義 を し た と も 言 わ れ て い る 。  

筆 者 が 訪 ね た と き 、水 原 の 商 店 街 で は 、山 口 の 業 績

を 今 に 残 す た め に 、各 商 店 で 算 数・数 学 の 問 題 パ ネ ル

を 掲 げ 、子 ど も た ち に 挑 戦 し て い た 。こ う し た こ と は 、

数 学 に 対 す る 関 心 を 子 供 た ち に 持 た せ る の に 、 山 口

和 か ら 引 き 継 が れ た 、 よ い 習 慣 と い え る 。  

 

 

 



（ ３ ）  千 葉 胤
た ね

秀
ひ で

 

 

千 葉 胤 秀 は 、岩 手 県 一 関
いちのせき

市 が そ の 伝 承・保 全 に 力 を 入

れ て い る 。 花 泉
はないずみ

駅 近 く に あ る 一 関 市 役 所 支 所 の 玄 関

先 に 千 葉 胤 秀 の 像 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    千 葉 胤 秀 像  

 

千 葉 胤 秀 （ 1 7 7 5～ 1 8 4 9） は こ の 町 花 泉 町 （ 旧 清 水

村 ）の 農 家 の 生 ま れ で 雄 七 と い っ た 。家 老 で 和 算 家 で

あ っ た 梶 山
か じ や ま

次
つ ぐ

俊
と し

に 認 め ら れ 、和 算 を 学 び 、た ま た ま 東

北 地 方 で 和 算 を「 教 え 歩 い て い た 」山 口 和 に 出 会 い 、

 

 



そ の 紹 介 で 長 谷 川 道 場 に 入 門 す る こ と に な る 。 支 所

の 銅 像 横 に 次 の 解 説 が 掲 げ ら れ て い る 。  

以 下 こ の 解 説 の 概 略 を 示 す 。  

 安 永 4 年 流 郷 清 水 村（ 現 在 の 花 泉 町 花 泉 ）で 父・

孫 次 郎 、母・吉 の 次 男 と し て 生 ま れ る 。名 は 雄 七 、後

に 胤 秀 と 号 す 。寛 政 1 3 年（ 1 8 0 1）喜 惣 兵 衛 の 養 子 と

な り 、 長 女 ・ 喜 曽 を 妻 と す る 。 一 関 家 老 梶  

山 次 俊 に つ い て 和 算 を 学 び 、宮 城 県 、南 岩 手 県 北 の 諸

処 に 道 場 を 開 き 、 出 張 教 授 す る 。 文 化 1 5 年 （ 1 8 1 8）

峠 村 新 組 （ 足 軽 ） に 召 し 出 さ れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 胤 秀 （ 安 政 ４ 年 （ 1 7 7 5 ） ～ 嘉 永 ２ 年 ( 1 8 4 9 ) ）  

 

そ の と き 、遊 歴 中 の 山 口 和 と 出 会 い 、そ の 勧 め に よ り



文 政 元 年（ 1 8 1 8）6 月 に 算 術 修 行 の た め 江 戸 、長 谷 川

寛 の 門 に 入 り 、刻 苦 勉 励 、日 な ら ず し て 見 題 、隠 題 の

二 免 許 を 取 得 し 帰 国 。 文 政 11 年 （ 1 8 2 8）、 藩 主 田 村

邦 顕 、千 葉 の 数 術 卓 越 な る を 賞 し て 一 代 士 籍（ 武 士 ）

と し て 認 め 、算 術 指 南 役 を 命 ず る 。文 政 1 2 年 皆 伝 免

許 、 伏 題 を 承 け る 。  

 文 政 1 3 年（ 1 8 3 0）「 算 法 新 書 」発 刊 し 藩 主 に 献 上 。

弘 化 ３ 年 一 関 に 算 学 道 場 を 建 て る 。 常 に 研 鑽 を 怠 ら

ず 、教 え る に 懇 切 丁 寧 、師 の 名 声 を 聞 き 教 え を 乞 う 者

日 々 に 加 わ り そ の 数 、数 千 人 に 及 ぶ と い う 。「 算 法 新

書 」の 刊 行 に よ り 、関 流 和 算 の 初 歩 か ら 高 度 の 術 で あ

る 円 理 の 法 ま で 、自 学 を 容 易 な も の と し 、関 流 和 算 の

全 国 的 な 普 及 と 興 隆 の 礎 を 築 く 。以 下 略     （ 解

説  渡 辺 正 巳 ）  

 

 実 際 に 花 泉 を 訪 れ て み る と 、こ の 地 で 、当 時 3 0 0 0

人 も の 弟 子 達 と 交 流 を 持 っ て い た と い う 千 葉 胤 秀 の

エ ネ ル ギ ー に 圧 倒 さ れ る 。 関 孝 和 の 時 代 の 数 学 探 究

の 時 代 か ら 、長 谷 川 寛 、山 口 和 、千 葉 胤 秀 の 時 代 は 、

確 実 に 数 学 探 究 か ら 数 学 教 育 の 世 界 へ と 足 を 踏 み 入

れ て い る こ と が 分 か る 。こ れ が 、明 治 の 時 代 の 、研 究

派（ 数 学 研 究 を 主 と す る 派 ）と 拡 張 派（ 数 学 人 口 を 増

や す こ と を 主 眼 と す る 数 学 教 育 派 ） の 違 い に 現 れ て

く る よ う に 見 え る 。1 8 3 0 年 と い う と 、1 8 6 7 年 が 明 治



維 新 な の で 、 社 会 の 変 容 を 人 に よ っ て は 感 じ 取 っ て

来 て い る 時 代 と も 言 え る か も し れ な い 。  

 千 葉 胤 秀 よ り 若 干 遅 れ 、同 じ く 岩 手 県 の 奥 州 に は 、

最 上 流 佐 久 間
さ く ま

纘
つづき

（ 1 8 1 9～ 1 8 9 6）が い た 。佐 久 間 の 時

代 に な る と 、和 算 の 最 後 の 時 を 迎 え る 。そ の こ ろ の 状

況 を 平 山 諦 は 、明 治 1 0 年 刊 行 の 、佐 久 間 纘 著「 算 法

起 源 集 」續 編 の 復 刻 版 序 文（ 昭 和 3 4 年 ）で 次 の よ う

に 述 べ て い る 。「 佐 久 間 纘
つづき

の 長 男 綱 司 は 明 治 ６ 年 ８ 月

７ 日 2 1 歳 で 没 し た 。そ の 前 年 明 治 政 府 は 和 算 を 廃 し

洋 算 の み を 用 う べ き 国 是 を 定 め た 。（ 中 略 ）纘 は す で

に ５ ４ 歳 後 継 者 に 先 を 立 た れ 己 の 生 命 を 打 ち 込 ん だ

和 算 も 滅 び 去 る 運 命 に あ っ た 。 纘 は こ の 悲 し み を 秘

め て こ の 福 島 の 地 で 研 究 さ れ た 和 算 の 粋 を 集 め て 出

版 し た の が 、こ の 続 編 で あ る と 私 は 思 う 。（ 中 略 ）萩
は ぎ

原 信
わ ら の ぶ

芳
よ し

の「 円 理 算 要 」と 並 ん で 本 書 は 和 算 の 最 後 を 飾

る 二 大 名 著 の 一 つ で あ る 。（ 中 略 ）  特 に こ の 地（ 福

島 ） に お い て 成 果 を 修 め た の は 農 民 町 民 た ち で あ っ

た 。彼 ら は 農 閑 期 に 学 問 の た め の 学 問 に 励 ん だ 。こ れ

は 世 界 の 文 化 史 上 類 を み な い も の で あ る 。」  

 

 江 戸 期 に 培 わ れ た こ う し た 和 算 家 の 心 の 持 ち 様 が 、

明 治 の 工 業 化 へ の 変 容 を 乗 り 越 え ら れ た 日 本 人 の 軌

跡 を 生 ん で い る と い え る の で は な い か 。  

 祥 雲 寺 に は 千 葉 胤 秀 の 記 念 碑 が あ る 。 八 幡 神 社 に



は 、多 く の 算 額 が 奉 納 さ れ て い た ら し い が 、今 で は 厳

美 渓 の 一 関 市 博 物 館 で 復 元 展 示 し て あ る 。  

こ の 解 説 に よ る と 、「 1 8 2 8 年 、一 関 藩 主 か ら 算 術 指

南 役 と な る こ と を 命 ぜ ら れ 、 1 8 4 6 年 に は 、御 下 賜 金

と 門 人 の 寄 付 金 を も っ て 算 額 道 場 を 建 築 し 、 数 千 人

の 門 弟 を 教 育 し 、 和 算 の 興 隆 に 努 め た 。」 と あ る 。  

 

 

 

 

 

 

                  こ こ に 書 か

れ て い る 流

峯 と は 、 胤

秀 の 後 に 名

乗 っ た 号  

        千 葉 胤 秀 解 説 文  

 

以 下 は 、 千 葉 胤 秀 の 偉 業 を 明 治 に な る ま で 継 承 し

た 子 ど も と 孫 達 の 系 譜 で あ る 。胤 秀 の 子 胤 道（ ３ 男 ）、

胤 英（ ４ 男 ）、胤 雪（ ３ 女 の 夫 ）、胤 道 の 子 、胤 規（ 長

男 ）、胤 和（ 次 男 ）、胤 英 の 子 、量 七（ 長 男 ）、胤 良（ 長

女 の 夫 ） な ど の 名 が 見 ら れ る 。  

 

 



後 ろ の 算 学 は 、 現 在 塩 釜 神 社 博 物 館 に 収 蔵 さ れ て

い る 。こ の 図 は 、明 治 4 5 年 に な っ て も 和 算 の 活 動 が

続 い て い た こ と を 示 し て い る 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       千 葉 一 族 の 系 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    千 葉 算 学 道 場 の 弟 子 と 算 学 (後 )  



 算 学 道 場 で は 、「 数 学
す う が く

御 覧
ご ら ん

見 分
け ん ぶ ん

留
ど め

」と し て 藩 に よ る

視 察 用 資 料 を 作 り 、 月 １ 度 の 割 で 藩 の 家 老 の 見 分
け ん ぶ ん

を  

う け て い た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 は 千 葉 胤 秀 が 考 案 し た と い う 算 法 変 形 指 南 で 、

長 谷 川 寛 校 閲 で あ る が 、 こ れ は 今 日 の 数 学 教 育 の 中

で 問 題 解 決 の 重 要 な 一 技 法 と な っ て い る 。  

 下 図 は 、 文 政 ３ 年 （ 1 8 2 0） 刊  長 谷 川 善 左 衛 門 寛

校 閲 、千 葉 雄 七 胤 秀  編「 算 法 新 書 」で 、こ れ は 、何

度 も 重 版 さ れ 丁 寧 な 記 述 と な っ て い る と い う 。  

そ ろ ば ん の 挿 絵 は 、 ま だ 中 国 か ら の そ ろ ば ん と な

っ て い る 。こ の 後 ５ 玉 が １ 個 、１ 玉 五 個 と な り 、さ ら

に ５ 玉 １ 個 、 １ 玉 ４ 個 と な る 。  

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

              「 算 法 新 書 」  

   （ 一 関 市 博 物 館 所 蔵 ）  

 

中 国 製 の そ ろ ば ん

(５ 玉 ２ 個 、 １ 玉 ５

個 )  

 

 


