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方 陣 の 歴 史

一16世紀以前 に関する基礎研究

林 隆 夫*

A Preliminary Study in the History of Magic Squares 

        before the Seventeenth Century

Takao HAYASHI

    A magic square is recorded in the Ta Tai Li Chi, compiled 
by Tai the Elder in the first century before or after the Christian 
era, in China. The book gives a sequence of the numbers 2, 9, 
4, 7, 5, 3, 6, 1, 8, which, when arranged in a square having three 
rows of three cells each, proves to be a magic square of order 
three (Fig.  1.1). This is the first instance of magic squares so 
far known to us. There are later occasional references to the 
same magic square, or its variations, in Chinese literature, but 
it is not until the 13th century that magic squares of higher orders 
appear in China. Ting  I-Tung discusses in his Ta Yen So Yin 

(ca. A.D. 1270) the relationship between numbers and  I (divi-
nation), by using a number of diagrams made of numerical 
figures and dots, among which occur magic squares of order 
three and nine. Yang Hui records in his  Hsii Ku Chai Ch'i Suan 
Fa (written in A.D. 1274 but published in A.D. 1378) magic 
squares of order three to ten. 

   The first example hitherto known of a magic square of 
order four occurs in the  Brhatsanzhita (ca. A.D. 550), written by 

 Varahamihira, an Indian authority on astronomy and divination 

(Fig. 1.3). The  Kaksaputa, a work on magic ascribed to the 
famous Buddhist philosopher Nagarjuna (2nd century A.D.), 
contains a magic square of order four, but the authenticity of the 
work is doubtful.  Varahamihira's square is made of two sets of 
the natural numbers 1 to 8. One of the four possible forms 

(Fig.  1.4a) of the original square reconstructed from  Varahamihi-
ra's square, with a rotation of 90 degrees, coincides exactly with
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the famous Islamic square (Fig. 1.5), that  al-Bani (d. A.D. 1225) 
and  al-Zinjani (ca. A.D. 1250) used frequently as a basic pattern 
for talismans. This cannot be a mere coincidence because 
880 magic squares of order four are known to exist. This seems 
to indicate that magic squares were transmitted from India to 
the Islamic world either directly, or, as in the case of chess 

(Indian  caturariga), by way of Persia. It is also interesting that 
 Varahamihira calls his square  kacchapuca (------kaksaputa) or the 

carapace of a turtle. This immediately reminds one of the 
title of the above-mentioned work ascribed to Nagarjuna, as well 
as of the old Chinese legend that, when the Emperor  Yii visited 
the river Lo, a miraculous turtle, on the back of which a diagram 
called the Lo Shu was written, came out of the river. The 
diagram was interpreted as a magic square of order three by 
later Chinese writers from the 10th century onward (Fig.  1.2a), 
although the original form of the Lo Shu itself can no longer be 
reconstructed on a well-documented basis. 

   In the Islamic world discovery of magic squares is often 

connected with the ancient Greeks. According to  al-Bani, for 
example, the above-mentioned Islamic square of order four was 
invented by the philosopher Plato. None of those Islamic 
legends, however, is verified in the Greek literature. It is certain 
that Theon of Smyrna (2nd century A.D.) made use of a natural 
square of nine cells in order to illustrate the significant position 
that the number five occupies among the natural numbers from 
one to nine (Fig. 1.6), but he seems not to have been aware of the 
concept of magic squares. 

   In India a magic square of order three appears for the first 
time in  Vrnda's medical work,  Siddhayoga (ca. A.D. 900), although 
a legend asserts that Garga (in the first century before or after 
the Christian era?), a legendary authority on divination, rec-
ommended the use of magic squares of order three in order to 

pacify the nine planets (navagrahas). Vrnda recommends his 
magic square (Fig. 1.7) to women in labor for an easy delivery. 
The same usage of magic squares was recorded also in the 
Islamic world from the 9th century A.D. onward. Al-Tabari, 
for example, describes it in his medical work, Firdaus  al-hikma 

(A.D. 850), and adds that it was his father's prescription. 
   Magic squares of order five and higher appear for the first 

time in the  Rasa'il of the  Ikhwan  al-Safa' (ca. A.D. 983), an 
encyclopaedic work on Islamic theology. The book illustrates 
magic squares of order three to nine. It seems that there was no
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general method for constructing those squares, but the Muslims 
seem to have begun to investigate general construction methods 
at about the same time. In fact, several rules of Ibn al-Haytham 

(ca. A.D. 965-1039) and  al-Isfard'ini (d.  ca. A.D. 1120) have 
been handed down to us in an Arabic manuscript. It is, how-
ever, in the works of  al-Buni and  al-Zinjani that fully generalized 
methods are stated. Interestingly, they flourished in the same 
century as Ting  I-Tung and Yang Hui. About the same time 
a magic square of order six, which had been constructed ac-
cording to the framing method of the Muslims and incised on 
an iron plate with Arabic numerals, was transmitted to China. 

   A little later in India Thakkura  Pherii and  Narayana gave 

general methods in their mathematical works,  Ganitasara (ca. 
A.D. 1315) and  Ganitakaurnudi (A.D. 1356), respectively. 

 Narayana, in particular, discusses magic squares in a systematic 
fashion, and correctly gives the number 384 of pandiagonal 
magic squares of order four. 

   Their elder contemporary, Moschopoulos (ca. A.D. 1300), 
of Byzantin, also gave general methods, in which Islamic influ-
ences are evident. For example, he uses the reversed form of 
the above-mentioned Islamic square of order four as a basic 

pattern for constructing his evenly-even magic squares. Similari-
ties with Indian methods are also found in his methods. It is 

probable that he transmitted magic squares from the Orient to 
Europe, but his exact role has yet to be investigated. 

   As has been mentioned above, Indian and Islamic peoples 
used magic squares of order three for magical effects in obstetrics, 
and in China magic squares were studied in connection with  I 

 (divination). Magic squares certainly had "magical" signifi-
cances in those days, and it is highly probable that knowledge 
of magic squares, and especially their construction methods, were 
transmitted only orally. That generalized construction methods 
began to be written down and published in the 13th and the 14th 
centuries in the Islamic world, China, Byzantin, and India may 
imply that magic squares were losing their secrecy almost 
simultaneously throughout the Old World. 

    In Europe "planetary" squares, which too have their roots in 
the Islamic world, are mentioned even in the 15th and the 16th 
centuries, but from the 17th century onward magic squares began 
to attract purely mathematical minds, such as Fermat,  Frenicle 
and Euler. It is in the same centuries that Japanese mathemati-
cians, Takakazu Seki (A.D. 1642-1708) and others, began to study
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them under the influence of the Yang Hui Suan Fa and  Ch'eng 
 Ta-Wei's  Suan  Fa T'ung  Tsung  (A.D. 1593). 

   I have restricted this study to the periods before the 17th 
century. It should be noted also that, except for Indian liter-
ature, I have relied mainly on secondary sources. This is 
especially so in the case of Arabic literature, for which I owe 
much to Ahrens, Bergstrasser, Hermelink, Saidan, Cammann, 
Schuster, and Sesiano, through their articles. 

   Chapter 1 is an introduction, and gives a brief sketch of the 
history of magic squares before the 17th century; Chapter 2 is 
a chronological table of authors of magic squares; Chapter 3 is 
an alphabetical list of the authors referred to in Chapter 2 

(under each item the following information is  given: 1) original 
sources, 2) descriptions of the magic squares, 3) secondary 
sources, and 4) references to the list in Chapter 5). In Chapter 
4 I classify the construction methods actually prescribed by the 
ancient and medieval authors, and describe each of them with 
illustrations; and Chapter 5 is an annotated list of all the magic 
squares, as far as I know, that belong to the periods before the 
17th century, according to their dimensions and constant sums.

1.序

2.方 陣の歴史年表(16世 紀 まで)

3・ 方陣個別情報

4.方 陣作成法

0.作 成法の分類

1.3方 陣の作成(個 別的)

2.4方 陣の作成(個 別 的)

3.奇 方 陣(m==2k+1)の 作成

4.偶 々方陣(m=4k)の 作成

5・ 偶奇方陣(m==4k+2)の 作成

α 枠囲い法

7・ 任意 の定和を持 つ方 陣の作成

5・ 方 陣 リス ト

0。 フ ォー マ ッ ト

1.3方 陣

2.4方 陣

3.5方 陣

4.6方 陣

5.7方 陣

6.8方 陣

7.9方 陣

8.10方 陣

9.11方 陣等

1.序

　方陣とは,数 字(複 数)を 縦横同数の正方形に布陣した図で,各 行 ・各列 ・2つ の

主対角線のそれぞれの和が同一になるものをいう。 その和を定和 と呼び,m行m列
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の方陣をm次 の方陣,ま たは単にm方 陣と呼ぶ。本来は1か らm2ま での自然数を

用いる(そ の定和はm(m2十1)12で 与えられる)の が普通であるが,こ の制限は歴史

上それほど厳密に守られてはいない。インドやアラビアで何 らかの(例 えば呪術的な

いし宗教的)目 的があって方陣が作 られるとき重要なのはむ しろ定和であって,望 み

の定和の方陣が得られるように,そ れに用いる数列を決めた(4.　7節参照)。 また上述

の方陣の条件の中で,2つ の主対角線が定和となることも歴史上常に縦横の和 と同じ

程重視されていたとはいえないようである[林 　 1988a:235-236]。

　自然数を用いた本来の意味での2方 陣は不可能であるから最小の方陣は3方 陣(定

秘5)で ある。その作り方は4次 以上の高次方陣に比べて簡単である。また容易に知

られるように,回 転や裏返 しで重なるものを同一視すれば3方 陣には1種 類 しかない。

3方 陣が歴史上初めて確認されるのは,中 国の戴徳著 「大戴礼記」(±1世 紀)に 於い

てである(図1.　1)。 これ以外にも中国には,伝 説上の夏の萬王にまつわる 「河図洛書」

の伝承がある。即ち萬王が黄河を訪れたとき河から背中に図の描かれた龍馬が現れ,

また洛水を訪れたとき背中に書の描かれた亀が現れた,と いうものである。その河図

または洛書が10世紀以降の中国人によって方陣(又 は数陣)と 解釈されてきたが(図

1・2),こ の解釈が 「論語」,「書経」,「易経」などに言葉として現れる河図洛書の解釈

として正 しいのか,更 には伝説上の夏の禺王にまで遡ること力河 能なのか,は 定かで

はない。戴徳以降中国の文献には3方 陣に関する記述が散見されるが,4次 以上の方

陣は13世紀まで現れない。宋末元初の頃,丁 易東は易の書 「大街索隠」(1270頃)の 中

で数字や点を用いた様々な図によって数 と易の関係を論 じているが,そ の中には3方

陣の他に9方 陣もある。 また同じ頃,楊 輝は数学書 「続古摘奇算法」(1274序,1378

刊)の 中で3方 陣から10方陣までを掲げている。

図1.1.大 戴 礼 記 の3方 陣

(a)河 図(南 宋以後 の洛書) (b)洛 書(南 宋以後の河 図)

図1.2.河 図 ・洛 書

　 4方 陣 は,回 転 や裏 返 しで 重 な る もの を 同 一 視 して も880種 あ る こ とが知 られ て い

るが[平 山 ・阿部 　 1983:33-92],歴 史 上 最初 に確 認 され るの は イ ン ドの 天文 学 者 に
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して 占 い師 ヴ ァラ ーハ ミヒ ラの著 わ した 「ブ リハ トサ ン ヒ タ ー(大 集 成)」(550頃)に

於 い てで あ る。 仏 教哲 学者 に して魔 術 師 と して も有 名 な ナ ーガ ール ジ ュナ(2世 紀 頃)

の 名 前 を付 けた 定 和100の4方 陣 が後 世 に伝 え られ て い るが,こ の ナ ーガ ール ジュ ナ

の 同定 に は 疑 問 が残 る。'ヴ ァ ラ ーハ ミ ヒ ラの4方 陣(図1.3)は1か ら8ま で の 自然

数 を2度 ず つ 用 いた 定 和18の 特殊 な4方 陣 で あ るが,こ れ は 彼 自身 の 目的(様 々な 香

料 を 作 るた め に16種 の原 料 の 中 か ら4種 を取 って ブ レ ン ドす る際 の比 率 を指 定 す る と

い う 目的)の た め に本 来 の4方 陣 に 手 を加 え て 改 変 した もの と思 われ る。 その 原 方 陣

で あ っ た可 能 性 の あ る4方 陣 と して私 は4個 を復 元 したが,そ の 中 の1個(図1　 4a)

を90度 左 に回 転 す れ ば,13世 紀以 降 の イ ス ラ ム世 界 で 大変 よ く用 い られ た4方 陣(図

1.5)と 一致 す る[ＨAYASHI　 l987]。 前 述 の よ う に4方 陣 は880種 あ るか ら この 一 致

は単 な る偶 然 以 上 の もの で あ る。 こ の こと は,方 陣 の 知識 が イ ン ドか らイ ス ラ ム世 界

へ 伝 え られ た こ とを示 唆 す る と考 え られ る。 あ るい は,イ ス ラム以 前 に既 に ペル シ ャ

へ 伝 わ って い た か も しれ な い。 イ ン ドか らペ ル シ ャ,そ して イ ス ラムへ,更 に ヨー ロ

ッパ へ と い う伝達 経 路 は,チ ャ トラ ンガ(ヨ ー ロ ッパ の チ ェス)が そ うで あ った よ う

に(4.　 1.1節 参 照),十 分考 え られ る こ とで あ る。一 方 興 味深 い の は ヴ ァ ラーハ ミ ヒラ

が 方 陣(又 はそ の 枠 組 み)を 亀 甲(kacchaputa)と 呼ん で い る こ とで あ る。 何 故 そ う

呼 ん だ の か 理 由 は は っ き り しな い が,中 国 の洛 書 の 伝説 を想 起 させ る。

図1.3.ヴ ァ ラーハ ミ ヒラの4方 陣

図1.4.ヴ ァ ラーハ ミヒ ラの4方 陣 か ら復 元 され た原4方 陣

図1.5.　 イ ス ラ ムの代 表 的4方 陣
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　 イ ス ラ ム世 界 で は方 陣 の発 見 や作 成 を しば しば ギ リシ ャ人 に帰 し,タ レス,プ ラ ト

ン,ア ル キ メ デス な ど が方 陣 を知 って い た とす る。 例 え ば アル ニブ ー ニ ー(1225没)は

前 述 の イス ラ ム4方 陣(図1.5)の 発 見 を 哲 学 者 プ ラ トンに帰 す。 しか し今 まで の と

ころ そ れ らの イ ス ラム の伝 承 の 中で 立 証 され た もの は な い 。 ス ミル ナ の テ オ ン(2世

紀)は 確 か に3行3列 の数 陣 を作 って見 せ た が(図1.6),こ れ は 単 に 自然数 を順 に並

べ た だ け で あ り,文 脈 か ら見 て テ オ ンに方 陣 の 意 識 が あ った とは 考 え られ な い。

図1.6.　 テ オ ンの 数 陣 図1.7.ヴ リンダの3方 陣(定 和30)

　 4方 陣 を知 って い たヴ ァラ ーハ ミ ヒラの 時代(6世 紀)の イ ン ドで4方 陣 よ り遙 か に

簡 単 に作 れ る3方 陣 が知 られ て い な か った とす れ ばむ しろ不 思 議 で あ る が,文 献 的 に

は未 だ 立 証 され て いな い。 伝 説 的 な大 聖仙 の 一 人 で 占 い に 関す る権 威 ガル ガ(そ の 書

「集 成 」 の 成 立 は キ リス ト紀 元 前 後 頃 に 比 定 さ れ る)が 様 々な 定 和 の3方 陣 を,惑 星

の 悪 影 響 鎮 静 の た め に 用 い る こ とを勧 め た,と い う伝 承 も あ るが,未 だ 確 認 され て い

な い。 イ ン ドで3方 陣 が 現 れ るの は900年 前 後 の ヴ リンダ の医 学 書 「シ ッダ ヨ ーガ」

に於 い てで あ り,そ こで は定 和30の3方 陣 が お 産 の促 進 と安 全 を もた らす 護符 と して

用 い られ て い る(図1.・7)。3方 陣(定 和15)の 同 じ用法 は イス ラ ム世 界 で も ほぼ 同 じ

時 代 の ア ッ=タ バ リー の医 学 書 「知 恵 の 楽 園 」(850)以 降 知 られ て い る。

　 5方 陣 以 上 が 現 れ るの は イ ス ラム の イ ス マ ー イ ール 派 の宗 教 結 社 イ フ ワ ー ン ・ア ッ

=サ フ ァー(純 血 兄 弟)の 教 書 「ラサ ー イル 」(983頃)に 於 い てで あ る
。 これ は 多様 な

トピ ックス を 扱 う百 科事 典 的 な神 学 の書 で あ る が,そ の 中 の幾 何 学 の章 の末尾 で3～

9方 陣 を 掲 げ る。3方 陣 に 関 して は チ ェス の駒 の動 きを利 用 して作 成 法 も与 え るが,

4次 以 上 に関 して は単 に 図 を 掲 げ る だ け で あ る。 そ れ らの作 成 法 に は統 一 的 な 方 法 が

未 だ 無 か った と考 え られ て い る が,こ の 頃 に は イ ス ラム世 界 で 方 陣 の 一般 的作 成法 が

研究 され始 め て いた ら し く,ハ イ サ ム(965頃 一1039)や イ ス フ ァ ラー イ ニ ー(1120頃

没)の 規 則 が 引 用 に よ り知 られ る。 しか し十 分 一 般 的 な作 成 法 が述 べ られ るの は13世

紀 の ア ル=ブ ー ニ ーや ア ッニジ ン ジ ャー ニ ー(1250頃)の 書 に於 い て で あ る。 そ れ が丁

易 東 や 楊輝 と同 じ世紀 で あ る の は興 味 深 い。 ち ょ うど この 頃 中国 へ もた ら され た と見

られ る イス ラム の6方 陣 が西 安 で 発 見 され て い る。 そ れ は イス ラム 特有 の 枠 囲 い法 で

作 られ,ア ラ ビア数 字 で 鉄 板 に刻 まれ て い る が,こ れ が 中 国 の 方 陣 に与 え た影 響 は未
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だ 分 か って い な い。 ま た これ よ り少 し後,14世 紀 にな る とイ ン ドで もペ ール ー(1315

頃)や ナ ー ラー ヤナ(1356)が 数 学書 の 中で 方 陣 の一般 的作 成 法 を 研究 す る よ うにな

る。 特 に ナ ー ラ ーヤ ナ は 数 学 的 に,し か も体 系 的 に詳 し く方 陣作 成法 を論 じて い る。

ま た彼 が 汎 対 角 線4方 陣 の個 数 を,回 転 や裏 返 しで 重 な る もの も別 々 に数 え て,384

と正 し く与 え て い る こ と も歴史 上重 要 で あ る。

　 更 に彼 ら と同 時 代 の ビザ ン ツの文 法 学 者 モ ス コプ ロ ス(1300頃)も 方 陣 の一 般 的 作

成 法 を与 え て い るが,彼 の 方 陣 に は イ ス ラム の影 響 が見 られ る(4.3.1.2.1;4.3.1.3;

4・　4・2・　1節 参 照)。 特 に,イ ス ラム の 代 表 的4方 陣(図1.5)を 左 右 に裏返 した方 陣 を

モ ス コプ ロス が 偶 々 方 陣作 成 の た め の基 本 パ タ ー ンと して 用 い て い るの は興 味 深 い。

また イ ン ドとの 共 通 性 も見 られ る(4.4,2節 参 照)。 彼 が ヨ ー ロ ッパ へ の橋 渡 しを した

可 能 性 は あ るが,ど の程 度 の役 割 を演 じた の か は未 だ 明 らか で は な い。 彼 以 前 に西 方

の ス ペ イ ンで も方 陣 の 知識 が イ ス ラ ムか ら ヨ ー ロ ッパ へ 伝 え られ つつ あ った こ と は イ

ブ ン ・エ ズ ラ(12世 紀)の 例 か ら知 られ る。

　 この よ うに13世 紀 か ら14世 紀 にか け て 中 国で も,イ ン ドで も,イ ス ラム世 界 で も,

更 には ビザ ンツ で も,方 陣 の作 成 法 を一般 的 に しか も殆 ど数 学 的 に述 べ る書 物が 現 れ

るの は 単 な る偶 然 で は な い か も しれな い。 イ ン ドや ア ラ ビア で の分 娩 促 進 の た め の3

方 陣 の使 用 や 中 国 で の易 や道 教 との結 びつ き に も見 られ る よ うに,お そ ら く初 期 に お

いて は方 陣 は 多 くの場 合 何 らか の呪 術 的,魔 術 的,秘 儀 的 意 味 を担 って いた もの と思

わ れ る。 そ の よ うな 時代 に は方 陣,特 に そ の作 り方 は門 外 不 出 の秘 伝 で あ り,書 物 に

書 き表 され る こ とな く口伝 で伝 え られ た と推 測 され る。 従 っ て,13～14世 紀 に世 界 中

で 方 陣作 成 法 を述 べ る書 物 が現 れ る事 実 は,当 時,方 陣 が そ の 秘儀 的性 格 を失 いつ つ

あ った こ とを 示 す もの か も しれ な い。

　 ヨー ロ ッパ で は15～16世 紀 頃 まで 護 符 に用 い る惑星 方 陣(日 月 を含 む 七惑 星 に3～

9方 陣 を 対 応 させ た もの,こ れ も や は りイ ス ラ ムか ら伝 え られ た)が 語 られ た りもす

るが,17世 紀 以 降 に な る と方 陣 は殆 ど純 粋 な 数 学 的 興 味 か ら取 り上 げ られ る よ うにな

る。 楊輝 や程 大位 の 影響 を受 け た 日本 で 関 考 和等 に よ り方 陣 の 数 学 的 研究 が始 ま る の

も この 時 期 で あ る 。

　 私 は この 研究 を16世 紀以 前 に 限定 した。 それ は単 に私 の力 量 が そ れ以 後 に 及 ばな か

っ たか らで あ る。16世 紀以 前 に限 定 して も,未 だ これ で十 分網 羅 的包 括 的 とは い えな

い。 第 一 に,こ こで の 主 要 な テ ー マ は方 陣 の作 成 法 で あ り,そ の 呪術 的側 面 や宗 教 的

な い し思 想 的 背 景 につ いて は殆 ど触 れ な か っ た。 これ につ いて はCanaan,　 Cazalas,

Stapleton,　 Cammann,　 Schustcr,　 Rao等 の 論 文 や著 作 参照 。 第二 に,方 陣 に類 似 し
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　　 たアイデアで文字陣や数陣が発達 したが,こ れらについても触れる余裕がなかった。

　　文字陣についてはCammann[1975:719]やSchustcr,　 Rao等 の論文や著作,数 陣

　　 についてはAhrens[1917:240-248]や その他,　Narayapa,丁 易東,楊 輝に関す る

　　論文参照。第三に,時 代的制約もある。近年世界中で方陣の歴史的研究 が僅かずつだ

　　が着実に進みつつあり新 しい資料も発掘されつつあるからやがては方陣の歴史を叙述

　　できる日が来 るだろうが,今 は未だ時機尚早の感がある。そこで現在までに私の得た

　　16世紀以前の方陣に関する情報を暫定的にまとめた結果がこれである。更に私の能力

　　不足からインド以外は主として二次資料に頼らざるを得なかったことも断っておかな

　　 くてはならない。その際,多 くの先駆者の優れた研究 に助けられたが,資 料の取り扱

'　 いの中に私自身の誤解が紛れ込んでいる事を恐れる。その場合にはご指摘頂けたら嬉

　　 しい。

　　　以下第2章 「方陣の歴史年表」では16世紀以前の世界をヨーロッパ,イ スラム世界,

　　インド,中 国,日 本,の 地域ないし文化圏に分け,人 名を主たる項 目としておよその時

　　代的前後関係を示 した。第3章 「方陣個別情報」では年表で取り上げた人名等を項目

　　 として立て,典 拠等の必要な情報を与えた。第4章 「方陣作成法」では歴史上成文化

　　 された方陣作成法を分類 した上で,そ れらの規則を例と共に紹介 した。第5章 「方陣

　　 リス ト」では現在に伝わる16世紀以前の方陣を次数と定和に従って リス トア ップ した。

　　 ささやかではあるがこの基礎研究が方陣の歴史に向けての一歩となれば幸いである。

2.方 陣の歴史年表(16世 紀 まで)

　この年表では表現の簡潔さを旨としたため,人 名の表記が慣用と異なる場合がある。

特にイスラムに関 してそうである。より正確な名前に関しては次章の方陣個別情報を

参照されたい。カ ッコは方陣との関係が言及ないし類推されるが文献学的に立証でき

ないものあるいは疑わしいものを示す。引用符`'は 書物がその人に帰 されるが疑わ

しさの残るものを意味する。またこの年表の中に占める位置はおよその年代を示すに

過ぎない。正確な年代は次章で与えられる。

　 　 　 　 ヨー ロツ パ

ー600　 (タ レス)

-400　 (プ ラ トン)

　 　 　 (ア ル キ メ デ ス)

イスラム イ ン ド 中国

(荘子)

(易経)

(劉歌)

日本
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　 0　 (ア ポ ッロニ オス)

　 　 (テ オ ン)

500

800

900

1000

1100

1200

エ ズ ラ

　 　 　 　 　 　 む
1300　 モ ス コフ ロス

　 　　 ピ カ ト リクス

　 　　 パ オ ロ

1400

　 　 　 フ ラ ン クフ ル ト

1500　 パ チオ リ
　 　 　 リゆ　　　　　　　リ　 　 　 ア

ユー フー

　 　 　 ア グ リッパ

　 　 　 カル ダ ー ノ

　 　 　 シ ュテ ィフ ェル

　 　 　 リー ス

　 　 　 `パ ラ ケル ス ス'

(バ ス リー)

ジ ャー ビル'

タバ リー

ク ッラ

ア ンター キー

イ フ ワー ン

ハ イサ ム

タバ シー

ガザ ー リー

イ ス フ ァ ラー イニ ー

フ ァテ ィ ヒ

ペ ル シ ャ

や

フ ー 二・一

ジ ン ジ ャ ー ニ ー

ユ ー ヌ ス

　 ゆ　　　　　リル フ ー ア ィ ー

ジル ダ キ ー

ス トウ

ト ゥス タ リー

(ガ ル ガ)
`ナ ー ガー ル ジ ュナ'

ヴ ァ ラーハ ミヒ ラ
`マ ーナ デ ー ヴ ァ'

ヴリンダ

ウ トパ ラ

チ ャク ラパ ー 二

(ド ゥダイ)

ヴ ァ ンガセ ー ナ

カ ジ ュラホ

ペ ール ー

ナ ー ラー ヤ ナ

グワ リオア

ラグナ ンダナ

戴徳

(易緯乾馨度)

頸驚

陳搏

劉牧

朱震

朱烹

西安

丁易東

楊輝

程大位

簾中抄

二中歴

宗承

　 3.方 陣 個 別 情 報

　以下の項目は日本語のあいうえお順で人名を主 とし,人 名が不明の場合は書名や地

名とする。各項目下に与えられる情報は,1・ 典拠,2.方 陣 ・方陣論の略述,3.研

究書 ・論文,4,第5章 方陣 リス ト(Lで 示す)と の関係,の 順とする。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 *　　　　　　　　　*　 　　　　　　　　*　　　　　　　　　 *

ア グ リ ッ パHeinrich　 Cornelius　 AgripPa　 von　 Nettesheim(1486-1535,ド イ ツ;魔
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　 　 術 哲 学)

1・De　 occulta　 philosophia(隠 秘 哲 学),　 A.D.1531-1533.

2.第2巻 第22章 で 七 惑 星 に 対 応 す る3方 陣 ～9方 陣(イ ン ドー ア ラ ビ ア 数 字 と ヘ ブ

　 　 ラ イ 文 字 の 両 方 を 使 用)を 護 符 に 書 か れ る も の と して 掲 げ る 。

3・cazalas　 1934;calder　 l949;Nowotny　 1949;cammann　 1968169:293;

　 　 Folkerts　 l981:323-324.

4.　 L(3,15,5),(4,34,10),(5,65,6),(6,111,5),(7,175,4),(8,260,4),(9,369,5).

ア ポ ッ ロ ニ オ ス(テ ユ ア ナ の)Apollonios(1世 紀,ギ リ シ ャ;哲 学)

1.?

2.ジ ャ ー ビ ル に 帰 さ れ る 「秤 の 書 」 の な か で,3方 陣 に 関 連 し て ア ポ ッ ロ ニ オ ス へ

　 　 の 言 及 が 見 ら れ る が,方 陣 と の 関 係 は 立 証 さ れ て い な い 。

3.Ahrens　 l917:187;林1988a:239.

ア ル キ メ デ スArchimedes(287-212　 B.C.,ギ リ シ ャ3数 学)

1.?

2.方 陣 を 作 り そ の 魔 力 を 利 用 し た とい う イ ス ラ ム の 伝 承(a1-《ILazvi　 ni,1283没)が

　 　 あ る が 立 証 さ れ て い な い 。

3.Wiedemann　 1905:451-452;Cammann　 l　968169:189,　 fn.19;Sesiano

　 　 1980:197,fn.I.

ア ル ハ ー ゼ ン ⇒ ハ イ サ ム

ァ ン タ ー キ ーAbu　 1-Qiasim`Al1　 i　bn　 Ahmad　 al・Antilki(987没,イ ス ラ ム)

1.?

2,方 陣 に 関 す る12世 紀 のFatih写 本 で 言 及 さ れ て い る が,ハ イ サ ム や イ ス フ ァ ラ ー

　 　 イ ニ ー の 方 法 と 比 較 して 劣 る と さ れ て い る だ け で,詳 細 は 不 明 。

3.　Sesiano　 　l　980:188-189.

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ド

イ ス フ ァ ラ ー イ ニ ーAbU　 Hatim　 Mu多affar　 al-lsfara'ini(1120頃 没,イ ス ラ ム)

1.?

2.方 陣 に 関 す る12世 紀 のFatih写 本 で 偶 々方 陣 の 作 り方(対 角 線 ブ ロ ッ ク 変 換 法)

　 　 が 引 用 さ れ て い る 。

3.　Sesiano　 　l　980:193.

4.　1」(8,260,6).
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イスラム鉄板方陣 ⇒ 西安

イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァ ー(純 血 兄 弟)Ikhw乱n　 al-Safa'(10世 紀 後 半,イ ス ラ ム ・

　 　 バ ス ラ1哲 学 ・神 学)

1・ イ ス マ ー イ ー ル 派 神 学 の 理 論 書Rasa'il　 Ikhwan　 al-＄afa'(イ フ ワ ー ン ・ア ッ=

　 　 サ フ ァ ー の 教 書),983頃 。

2.幾 何 学 に 関 す る 節 の 最 後 で:3方 陣(1),4～9方 陣1個 ず つ の 具 体 例(イ ン ド

　 　 =ア ラ ビ ア 数 字 使 用)と3方 陣([E)の 作 成 法(テ ェ ス の 駒 の 動 き を 利 用)を 与 え,

　 　 ま た3方 陣(m:ア ラ ビ ア 文 字 使 用)の 護 符 と して の 用 法(お 産 で の)へ 言 及 す

　 　 る 。

3.Ahrens　 l917:205-213;Hermelink　 l958.

4.L(3,15,1),(3,15,4),(3,15,5),(4,34,10),(5,65,9),(6,111,6),(7,175,8),

　 　 (8,260,5),　 (9,369,6).

イ ブ ン ・エ ズ ラ ⇒ エ ズ ラ

ヴ ァ チ カ ン写 本(ス ペ イ ンの 王Alfonso　 X,　 A,D,1221-84,に 関 連;占 星 術)

1.Vat.　 Reg.1at.1283,　 fo1.27v・

2.5方 陣1個 が 火 星 に 対 応 す る も の と し て 掲 げ られ て い る 。

3.　Folkerts　 l981:320-321.

4.　L　 (5,65,6).

ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラVarahamihira(6世 紀,イ ン ド;天 文 学 ・占 い)

1.吉 凶 占 い を 主 テ ー マ と す るBrhatsarphita(大 集 成),550頃 。

2.自 然 数1～8を2度 ず つ 用 い た4方 陣(定 和18)を 利 用 して,香 料 を 作 る と き ブ

　 　 レ ン ドす る 原 料 の 割 合 を 与 え る 。

3.林1986:ii-iii;Hayashi　 l987.

4.　】[1(4,18,1),　 (4,34,6),　 (4,34,7),　 (4,34,14),　 (4,34,15).

ヴ ァ ン ガ セ ー ナVahgasena(12世 紀,イ ン ド;医 学)

1.医 学 書CikitsasarasarPgraha(治 療 学 精 髄 綱 要),1100頃 。

2.ヴ リ ン ダ の3方 陣(定 和30)を 安 産 の た め に 用 い る 。

3.Rogu　 l987;林1988a.

4.　 L　(3,30,2).
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ウ トパ ラUtpala1Bhattotpala(10世 紀,イ ン ド;天 文 学 ・占 い)

1.ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラ 著Brhatsarphitaに 対 す る 注 釈 書vivrti,　 A.D.967.

2.ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラ の4方 陣 で 定 和18の 成 立 す る4数 の 組 み 合 わ せ を 多 数 指 摘 。

3・Hayashi　 l987:161-162;林1988a:235-236.

ヴ リ ンダVrnda(10世 紀,イ ン ド;医 学)

1・ 医 学 書Siddhayoga(達 人 の処 方),900頃 。

2.偶 数2～18を 用 い た3方 陣(定 和30)を 安 産 の た め の 呪 術 的 医 療 で使 用 。

3.Rogu　 1987;林1988a.

4.　L(3,30,2).

「易 緯 乾 墾 度 」(2世 紀,中 国3易 学)

1.著 者 未詳 。

2・ 巻 下 に 「若 一 陽動 而進 。 変 七 之 九 。 象 其 気 之 息 也 。 陰 動 而 退 。 変八 之 六 。象 其 気

　 　 之 消也 。 故 太 一 取其 気 。 以 行 九 宮 。 四 正 四維 。 皆 合 於 十 五。」 とあ る。 ニ ー ダ ム

　 　 は これ が3方 陣 に言 及 す る と解 釈 す る が,「 四 正 四 維 。 皆 合 於 十 五」 とな る 「九

　 　 宮」 は必 ず し も3方 陣 とは限 らな い。 例 え ば3次 の 自然 数 陣(図1.6)も この条 件

　 　 を 満 た す。

3.Needham　 l975:67.

「易経」(2世 紀B.C.頃,中 国1占 い)

1,著 者不祥。

2.繋 辞上伝第9章 に見 られる一節 「天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十」

　　は宋以降,朱 烹等の注釈家たちによって河図 ・洛書 と呼ばれる図と関係づけられ

　　ている。また第11章 には 「河出図洛出書」 とある。河図 ・洛書の伝説は 「論語」

　　や 「書経」にも見 られる古い伝承であるが,そ れらが当時から方陣や数陣を意味

　　していたかどうかは不明。

3.Needham　 1975:65_66.

エ ズ ラAbraham　 ibn　Ezra(1090頃 一1167,ト レ ド出身;神 学 ・哲 学 ・占星 術)

1.a)Sefer　 ha・Schem(神 の 名前 につ いて の書)。

　 　b)Sefer　 ha-Echod(単 一 性 につ いて の書)。

2.a)ユ ダ ヤ教 の 神 の 名 に関 す る数 秘術 と関 連 して3方 陣 に言 及 。

　 　b)3方 陣(ヘ ブ ライ文 字 使 用)1個 を 掲 げ,数 秘 術 的 に解 釈 す る。
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3.a)Ahrens　 1917:201,fn.4.

　 b)Folkerts　 1981:316;Cammann　 l968169:290-291;Smith　 l925:596.

4.　 L　 (3,15,5).

ガ ザ ー リ ーAI-Ghazali(1058/59-1111,イ ス ラ ム ・ホ ラ ー サ ー ン 出 身;哲 学 ・神 学)

1・ 自 伝 的 哲 学 書Munquidh　 min　 al-dalal(誤 謬 か ら の 解 放)。

2.分 娩 を 促 進 す る 護 符 と し て の3方 陣1個 。

3,Ahrens　 1917:203--205;林1988a:240,

4.　 1」(3,15,5).

カ ジ ュ ラ ホKhajuraho(イ ン ド,マ ドヤ プ ラ ー シ ュ)の ジ ャ イ ナ 方 陣

1・ ジ ャ イ ナ 教 の ジ ナ ナ ー タ(Jinanatha)寺 院,入 口 右 側 壁(石 製),12～13世 紀 。

2.碑 文 や 巡 礼 人 の 落 書 と 一 緒 に 汎 対 角 線4方 陣1個 が 刻 ま れ て い る 。　 「ジ ャ イ ナ 方

　 　 陣 」 の 名 で 有 名 。

3.Cunningham　 1871:434;Kielhorn　 l892:135--136;Andrews　 l　917:124-

　 　 125,etc.3　 Cammann　 1　968169:273-274;林 　 1986:iii-iv.

4.　 L　 (4,34,11).

ガ ル ガGarga(±1世 紀,イ ン ド;占 い)

1.Gargasalphita(ガ ル ガ の 集 成)(?)・

2.ガ ル ガ を 初 め と す る往 古 の 聖 仙 達 が,定 和15,18,21,24,27,30,33,36,39,の3方

　 　 陣 を そ れ ぞ れ,日,月,火,水,木,金,土,ラ ー フ,ケ ー ト,の9惑 星 に 対 応

　 　 さ せ,そ れ ぞ れ の 惑 星 の 悪 影 響 を 鎮 静 す る た め に 用 い る こ と を 勧 め た と い う伝 承

　 　 が イ ン ド に あ る が,未 立 証 。 そ れ ら の3方 陣 は す べ て 第5章L(3,15,6)の パ タ

　 　 ー ン で,第a番 目 の 惑 星 に は,a～(a十8)の 自 然 数9個 を 用 い る 。

3・　 ()jha　 　1982:69771・

4.　]し(3,15,6),(3,18,1),(3,21,1),(3,24,3),(3,27,1),(3,30,1),(3,33,1),(3,36,

　 　 1),(3,39,1),

ヵ ル ダ ー ノGirolamo　 Cardano(1501-76,イ タ リ ア;数 学 ・医 学 ・哲 学)

1.Practica　 arithmeticae　 generalis(一 般 実 用 算 術),　 A.D.1539.・

2.第42章 で 七 惑 星 に 対 応 す る3方 陣 ～9方 陣 を 掲 げ る 。

3.　Folkerts　 　l　981:324-325.

4.　 L　 (3,15,5),(4,34,10),(5,65,6),(6,111,5),(7,175,4),(8,260,4),(9,369,5).
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ク ッ ラThabit　 ibn　 Qμrra(826-901,イ ス ラ ム ・ハ ッ ラ ー ン 出 身;数 学 ・天 文 学 ・医

　 　 学)

1.Risala　 fi　1-`adad　 al-wafq(方 陣(親 和?)数 に 関 す る論 稿)・

2.上 記 の 書 は 現 存 しな い が,そ の タ イ トル 中 に 後 に 方 陣 を 意 味 す る 一 般 的 用 語 と な

　 　 っ たWafqが 用 い ら れ て い る こ と か ら,方 陣 関 係 の書 で あ る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て

　 　 い る 。

3.Ahrens　 l917:203;Hermelink　 l958:200.

グ ワ リオ アGwalior(イ ン ド,マ ドヤ プ ラ デ ー シ ュ)の 方 陣

1.寺 院 跡 。

2.汎 対 角 線4方 陣1個 が,A.D.1483に 対 応 す る 日付 と共 に 刻 ま れ て い る 。

3.Shortreede　 1842;Cammann　 1968169:274-275.

4.L(4,34,21).

ゲ ー ベ ル ⇒`ジ ヤ ー ビル,

頸鸞(6世 紀,中 国;数 学)

1.徐 岳 「数 術 記 遺 」 の 注 釈 。

2.「 九 宮 者 。 即 二 四 為 肩 。 六 八 為 足 。 左 三 右 七 。 戴 九 履 一 。 五 居 中 央 。」 は 明 ら か に

　 　 3方 陣 の 数 配 列 を 述 べ る 。

3.　Needham　 　1975:68.

4.　L　 (3,15,5).

サ ー ビ ト ・イ ブ ン ・ク ッ ラ ⇒ ク ッ ラ

ジ ャ イ ナ 方 陣 ⇒ カ ジ ュ ラ ホ

`ジ ャ ー ビ ル'Jabir　 ibn耳ayyan(721頃 一815頃
,イ ス ラ ム ・ホ ラ ー サ ー ン 出 身;錬 金

　 　 術)

1.Kitab　 al-Mawazin(秤 の 書)(実 際 の 成 立 は900頃,ジ ャ ー ビ ル の 後 継 者 に よ っ

　 　 て か?)。

2.分 娩 を 促 進 す る護 符(タ リ ス マ ン)と して 用 い る3方 陣1個 。

3・Berthelot　 l　893:150-151;Ahrens　 l　917:187;Stapleton　 l953;Mahdi-

　 　 hassan　 1986;林1988a:239.

4.L(3,15,5).
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朱 蕪(1130-1200,中 国;儒 学 ・易 学)

1.「 周 易 本 義 」。

2.「 易 経 」 の 一 節,「 天 一 …　 　 地 十 」 を 河 図 ・洛 書(3方 陣)の 図 と 関 係 づ け る 。

3.Needham　 l　975:65;薮 内 　 1967:62;薮 内 　 1974:71.

4,　L　 (3,15,5).

朱 震(1072-1138,中 国;易 学)

1.「 周 易 卦 図 」。

2.河 図(3方 陣)・ 洛 書 の 図 を 掲 げ る 。

3.薮 内 　 1967:62;薮 内 　 1974:72.

4.L(3,15,5).

シ ュ テ ィ フ ェ ルMichae1　 Stifel(1486頃 一1567,ド イ ツ;数 学)。

1.a)RechenbUchlein(計 算 術 の 書),　 A.D,1532.

　 　b)Arithmetica　 integra(算 術 全 書),　 AD.1544.

2.a)枠 囲 い 法 に よ る6方 陣1個 。

　 b)枠 囲 い 法 に よ る 親 子 方 陣 の 作 り 方 を 与 え る 。

3.Hof士nann　 1968a:13-16;Hofmann　 l968b:48ff;Folkerts　 I981:334.

4.　]L　(4,34,20),(6,111,12),(9,369,1),(16,2056,1).

ジ ル ダ キ ー`Ali　 ibn　 Aidamur　 al-Jildaki(1342没,イ ス ラ ム;錬 金 術)

1.Durrat　 a1-ghawwaS　 wa-kanz　 al-ikhti§aS　 fi`ilm　 a】-khawaS＄(秘 蔵 の 知 識 に つ い

　 　 て の 真 珠 取 り の 真 珠 と 才 能 の 宝 庫)。

2.文 字 魔 術 や 方 陣 に 関 す る記 述 も あ る と い わ れ る が 詳 細 は 不 明 。

3.Ullmann　 l972:413-414.

ジ ンジ ャー ニ ー`Abd　 a1-Wahh訥ibn　 Ibrah1m　 aI-Z切ani(1250頃,イ ス ラ ム)

1,無 タ イ トル の小 論 稿(risala　 mUjaza)。 写 本:Feyzullah　 E£　1　362,　fb1L　77v-82r.

2.方 陣 の簡 単 な数 的特 性(数 列 ・定 和),枠 囲 い法 に よ る 任 意 の 次 数 の親 子 方 陣 の

　 作 り方,任 意 の定 和 を 持 つ4方 陣 の作 り方 を述 べ る。 この枠 囲 い法 は完 全 に機 械

　 　的 手 順 とは い えな い が十 分 一般 的 で あ り,奇 方 陣 は下 位 の奇 方 陣 へ,従 っ て最 終

　 　的 に は既 知 の3方 陣(数 列 の 中 央 の9数 で作 られ る)へ 帰 す 。 ま た 偶 々方 陣 は 偶

　 奇 方 陣 へ,偶 奇 方 陣 は偶 々方 陣へ と還 元 し,最 終 的 に は既 知 の4方 陣(数 列 の 中

　 央 の16数 で作 られ る)へ 帰 す。 任 意 の定 和 を持 つ4方 陣 は,既 知 の4方 陣 のパ タ
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　 一 ン を 用 い,項 数4の 等 差 数 列4つ を 適 当 に 定 め て 作 る(数 秘 術 に お い て 人 や 神

　 の 名 が 持 つ 数 的 価 値 を 定 和 と して 持 つ4方 陣 を 作 る こ と が 目 的)。

3.　 Sesiano　 　1981;Sesiano　 　1987.

4.　 1」(3,45,4),(4,34,12),(4,53,1),(4,110,1),(4,110,2),(4,110,3),　 (4,110,4),

　 (4,353,1),(4,1239,1),(4,1239,2),(7,175,3),(12,870,1).

ス トウ写 本(14世 紀?,イ ス ラム)

1.British　 Museum,　 MS　 Stowe　 Or.10(OMPB7554).

2.14世 紀 の 算術 書2編 の後 に,奇 方 陣 の作 り方(単 純 斜 行 法)が 述 べ られ て い る。

　 　 中 心 を ブ ラ ン ク に した 定和60の5方 陣(桂 馬 跳 び斜 行 法 に よ る),4方 陣 と6方

　 　 陣 に関 す る若 干 の コメ ン ト,及 び ア ル=ブ ーニ ーへ の 言 及 もあ る。

3.　Saidan　 　1980.

4.　L　(5,60,1),(7,175,5).

西 安(中 国,陳 西 省)の イス ラ ム方 陣

1.西 安 郊 外 に あ る元 代 の 安 西 王 の 住 居 跡 か ら1956年 に発 見 さ れ た鉄 板,1278頃(?

　 　 安 西 王 は この 頃 ジ ャマ ル ・ア ッ=デ ィー ンか ら暦 算 を学 ん だ)。

2・ イ ン ドー ア ラ ビア数 字 で6方 陣1個 が 刻 ま れ て い る。

3.李 假 　 1958;薮 内 　 1967:87;薮 内　 1970:137;薮 内 　 1974:ll6-ll7;平 山

　 　 ・阿 部 　 1983:14.

4.　L　(6,111,10).

荘 子(370頃 一300頃B.G.,中 国;哲 学)

1.「 荘 子 」。

2.天 運 篇 第14に 現 れ る語 「九 洛 」 が 「洛 書(3方 陣)の9個 の数 に つ い て述 べ て い

　 　 て,数 と図 表 を結 合 す る最 初 の もので あ る」(ニ ーダ ム)と す る解 釈 も あ る が,

　 　異 な る解 釈(金 谷)も あ る。 ま た(「 河 図」 で は な く)「 洛書 」 が3方 陣 を 意 味す

　 　 るよ うに な った の は南 宋 以 降 で あ る こと も注 意 。

3.Needham　 l975:65;金 谷 　 1975:179-180.

宗 承(15世 紀?,日 本)

1.「 続 群書 類 従 」 所 収 「見 聞 雑 記 」,寛 正七 年(=A.D.1466)の 条 。

2.「 十 五 石 の事 」 と して3方 陣1個 が 与 え られ て い る。

3.大 矢 　 1980:136-137.

4.L(3,15,9).
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戴 徳(±1世 紀,中 国;礼)

1.「 大 戴 礼 記 」

2.巻 八 明 堂 第 六 十 七 で 数 列 「二 九 四 七 五 三 六 一 八 」 に 言 及 。

3.Needham　 l975:66;Cammann　 I960:116-H8;Cammann　 l962:14;

　 　 林1988a:240-241.

4.　 L　 (3,15,7).

タ バ シ ーAbu　 1-Fadl　 Muhammad　 ibn　 Ahmad　 al-Tabasi(1089没,イ ス ラ ム)

1.Shamil　 min　 al-babr　 al-kamil　 m-daur　 a1-`amil(統 治 者 の 交 替 に 関 す る 完 全 な

　 　 海 か ら の 包 括 的 な(書)).

2.悪 魔 払 い の 呪 文 や 恋 の 魔 術 等 と並 ん で 方 陣 に 関 して も述 べ ら れ て い る と い わ れ る

　 　 が 詳 細 は 不 明 。

3.Ullmann　 l972:386.

タ バ リーAb且 耳asan`Ali　 i　bn　 Sahl　 Rabban　 al-Tabari(9世 紀,イ ス ラ ム3医 学)

1.医 学 書Firdaus　 al-bikma(知 恵 の 楽 園),　 A.D.850.

2・ 第4巻 第9章 第19課 「子 宮 の 治 療 と分 娩 の 軽 減 に つ い て 」Lに お い て,著 者 の 父 の

　 　 処 方 箋 と し て,分 娩 を 促 進 す る護 符 と し て の3方 陣 を 述 べ る 。

3.Siggel　 l941:253-254;林1988a:238-240:

4。　L　 (3,15,5).

タ レ スTha16s(624-548　 B.C.頃,ギ リ シ ャ;数 学 ・哲 学)

1.?

2・100方 陣 を 作 っ た と い う イ ス ラ ム の 伝 承(Fatih写 本)が あ る が,立 証 で きず 。

3.　Sesiano　 　I　980:197,　 fn.1.

チ ャ ク ラ パ ー 二Cakrapapi(11世 紀,イ ン ド;医 学)

1・ 医 学 書Cikitsasarpgraha(治 療 学 綱 要),1050頃 。

2・ 基 本3方 陣(定 和15)と ヴ リ ン ダ の3方 陣(定 和30)と を 安 産 の た め に 用 い る 。

3・Rogu　 1987;林1988a.

4.　1」　(3,15,9),　 (3,30,2).

陳 搏(10世 紀,中 国;道 教 ・易 学)

1.「 易 龍 図 」,940頃 。

2・ 河 図 ・洛 書 を 図 と し て 解 釈 。 前 者 が3方 陣 に相 当 。 後 に(南 宋 以 降)名 称 が 入 れ
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　 替 わ り,洛 書 が3方 陣 を 指 す よ う に な る 。

3・Needham　 l975:68;薮 内 　 1967:62;薮 内 　 1974:73.

4.　 L　(3,15,5).

丁 易 東(13世 紀,中 国;易 学)

1.易 学 の書 「大 街 索 隠 」,1270頃 。

2.巻 二 で30近 くの 図 表 を 用 いて 易 と数 との 関 わ りを論 ず る。 今 日の方 陣 の定 義 を満

　 　た す の は3方 陣(洛 書)と9方 陣 だ け だ が,そ の他 に洛 書 の パ タ ー ンに よ る様 々

　 　な 数 陣 を 与 え る。3方 陣 は作 り方 も与 え る。

3.李1嚴 　 1953:194;薮 内 　 1967:63;武 田　 1986:93-94;林 　 1988b.

4.L(3,15,5),(9,369,3).

程 大 位(1533-1606,中 国;数 学)

1.算 法 統 宗,A.D.1592.

2.楊 輝 と 同 一 も し く は 類 似 の3方 陣 ～10方 陣 を 与 え る 。

3・ 三 上 　 1917:5-9;李 撮 　 1953:195-196;平 山 ・阿 部 　 1983:177-179:261--

　 　 262,

4.　 L　 (3,15,5),(4,34,9),　 (5,65,3),　 (6,111,9),　 (7,175,7),　 (8,260,9),　 (9,369,3),

　 　 (10,505,ユ).

テ オ ン(ス ミル ナ の)The6n(2世 紀,ギ リシ ャ;哲 学)

1.Peri　 t6n　kata　to　mathematikon　 chresim6n　 eis　ten　Plat6nos　 anagn6sin(プ ラ

　 　 トンを読 む 際 に役 に立 つ 数 学 的 知 識)125頃 。

2.第1巻 第2部 「音 楽 の 数 的 法 則 を含 む書 」 の 中 の,1～10の 数 の 特 性 を述 べ る く

　 　だ り(40～49節)の 第44節 で,数5が(9,1),(8,2),(7,3),(6,4)の 四対 の そ れ ぞ

　 　れ の 算 術 平均 で あ る こ とを視 覚 に訴 え る た め に3次 の 自然 数 陣(ギ リ シャ文 字使

　 　用)を 用 い る(図1.6)。 これ らの 四対 はそ れ ぞ れ 図 で は5を 挟 ん で 互 い に向 か い

　 　会 う。 この 図 を サ ー トンは``Earliest　 suggestion　 of　a　magic　 squarc(exc6pting

　 the　 Chinese　 tradition)"と い う。 しか しテ オ ンは各 対 の和 が10に な る こ と,各

　 対 の算 術 平 均 で あ る5が 図 で いつ もそ の2数 に挟 ま れ て い る こ とに は注 目 す る も

　 　の の,そ れ ぞ れ の 対 に5を 加 え た 和15に は全 く興 味 を示 さな い。 従 っ て テ オ ンに

　 「方 陣 」 の意 識 が あ った と はい え な い。

3.Dupuis　 1892:166-167;Ahrens　 1917:193-194;Sarton　 1927175:272;

　 Cammann　 l960:118,
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鉄板方陣 ⇒ 西安

デ ュ ー ラ ーAlbrecht　 DUrer(1471-1528,ド イ ツ;絵 画 ・美 術)

1・ 銅 版 画Melencolia　 I(憂 うつ1),　 A.D.1514,

2・ 上 記 銅 版 画 の 中 で4方 陣(木 星 に 対 応)を 描 く。 版 画 の 制 作 年1514が 読 み 込 ま れ

　 　 て い る こ と で 有 名 。

3・Panofsky　 1943:1,156-1711　 Fischer　 l953;Gammann　 l968169:292;

　 　 Folkerts　 　l　981:322.

4.　L　 (4,34,19).

ト ゥ ス タ リー ＄Ufi　Kamal　 al-Tustari(15世 紀,イ ス ラ ム)

1・Ghayat　 al-Murad(希 望 の 極 致),　 AD .1448.

2・ 枠 囲 い 法 や6方 陣 ・20方 陣 ・29方 陣 ・30方 陣 な ど を 含 む と い わ れ る が,詳 細 は 不

　 明 。Columbia　 Univ,　 Lib.に 写 本 あ り。

3・cammann　 1968169:192-193,　 fn.26:195-196:205,　 fh.56:206,　 fn.59:

　 208,fns.62＆63.

ドゥダ イDudhai(イ ン ド,ウ ッタル プ ラデ ー シ ュ)の 方 陣

1・ ジ ャ ンシ地 方 の ドゥダ イ に あ る チ ョー タ ・ス ラ ン(Chota　 Surang)寺 院(11世 紀

　 前 半 の建 立)の 崩 れ落 ちた入 口の リ ンテ ル 。

2・4方 陣1個 が刻 ま れ て い る が,Cammannが 指摘 す るよ う に,リ ンテル が崩 れ落

　 　ちて か ら刻 ま れ た可 能性 も多 分 に あ る。

3・cammann　 l968169:273.

4,　】L　(4,34,11).

`ナ ーガ ール ジ
ュナ'Naga加na(2世 紀 頃,イ ン ド;仏 教 哲 学 ・魔 術)

1・ 魔 術書Kak§aputa(亀 甲?).著 者 同定 は疑 問 。 同 名異 人 の可 能性 あ り。

2・ 彼 の 名 を冠 す る定 和100の4方 陣 が,邪 鬼 ・悪 人 ・盗 賊 な ど を払 うた め の護符 と

　 　 して 与 え られ て い る。4.7.4節 参 照 。

3.Goonetilleke　 1882:84;Singh　 1936:275 ,

4.　】L　(4,100,4).

ナ ー ラ ーヤ ナNarayapa(14世 紀,イ ン ド;数 学)

1・ 数 学書GarPitakaumud1(算 術 の月 光),　A.D.1356.

2・ 第14章 「方 陣 算 」 で 方 陣 及 び 派生 陣 を体 系 的 かつ 多 角 的 に論 ず る。 扱 わ れ て い る
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　 の は,術 語,方 陣 に 用 い ら れ る 数 列,汎 対 角 線4方 陣 の 個 数(回 転 ・裏 返 しで 重

　 な る も の も 別 に 数 え て384個),望 み の 定 和 を 持 つ 方 陣 の 作 り方,偶 胎(一 偶 々)

　 方 陣 の 作 り 方2種(重 ね 合 わ せ 法 と既 知 の4方 陣 の パ タ ー ン),奇 胎(=偶 奇)方

　 陣 の 作 り方2種(ジ グ ザ グ 法 と対 角 線 等 変 換 法),奇 数 方 陣 の 作 り 方2種(重 ね 合

　 わ せ 法 と 単 純 斜 行 法),派 生 陣 で あ る 。 派 隼 陣 と して は,2つ 以 上 の 方 陣 を 組 み

　 合 わ せ る 混 合 陣 と 方 陣 を 基 本 と し て そ の 数 値 を 放 射 状 に並 べ 変 え た 放 射 状 陣 の 作

　 り方 を 述 べ る 。

3・Cammann　 l968!69:271-290;Singh　 l982;阿 部1985;Singh　 l986;林

　 1986;平 山 　 1987.

4.　 L,(3,15,1),(3,15,2),(3,15,4),(3,15,5),(3,15,6),　 (3,15,7),　 (3,15,8),(3,15,

　 9),(3,24,1),(3,24,2),(3,24,5),(3,225,1),(4,34,2),(4,34,3),(4,40,1),(4,40,

　 2),(4,40,3),(4,40,4),(4,40,5),(4,40,6),(4,40,7),(4,40,8),(4,40,9),(4,64,

　 1),(4,64,3),(4,64,4),(4,64,5),(4,64,6),(4,64,7),(4,64,8),(4,64,9),(4,100,

　 2),(4,100,3),(4,306,1),(5,90,1),(5,90,2),(5,260,1),(6,111,3),(6,111,13),

　 (6,132,1),(6,333,1),(7,238,1),(7,238,2),(8,260,1),(8,260,7),(8,400,1),(8,

　 400,2),(10,505,2),(10,505,5),(14,1397,1).

「二 中歴 」(13世 紀,日 本)

1.編 者 未 詳 。

2.博 棋 歴 の 節 に 「十 五 立」 と して3方 陣 の た めの3つ の数 列 を与 え る:「 六 七 ニー

　 　 五 九 八 三 四 」,「四 四 五,二 三 六,六 七 八 」,「四 四七 八 五 二 三 六 六 」。た だ し第 三 の

　 　 数 列 は 第 二 の 数 列 の 異 読 と して 与 え られ て い る。 第 二 の数 列 は方 陣 にな らな い。

3.大 矢 　 1980:136;林 　 1988a:238.

4.　L　(3,15,3),(3,15,8).

ハ イサ ムAbtt`Am　 bn　al-Haytham(965頃 一1039,イ ス ラム ・バ ス ラ出 身;数 学 ・天

　 　 文 学 ・物 理 学 ・医 学 ・哲 学)

1・Maqala　 fi　a`dad　 al・wafq(方 陣数 につ いて の報 告).現 存 せ ず,12世 紀 の 方 陣 に

　 　 関 す るFatih写 本 で の 引用 に よ り知 られ る。

2.奇 数次 の 自 然 数 陣 の持 つ数 的 特性(主 対 角 線 と それ らの 両 隣 の 折 れ 対 角 線,更 に

　 　 中 央行 と中 央 列 が す べ て 定和 とな る こ と),偶 数 次 の 自然 数 陣 の持 つ 数 的 特性(方

　 　 陣 の 中 心 に関 して 点 対称 の位 置 に あ る2つ の半 行 又 は半 列 の和 は 対 角 線 の和,即

　 　 ち定 和 に等 しい),奇 方 陣 の 作 り方(内 蔵 式斜 行 法),8m十2次 の偶 奇 方 陣 の作 り
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　 方(疑 似 的対 角 線 ブ ロ ッ ク変 換 法),が 引用 され て い る。

3・Ahrens　 l917:203;Sesiano　 l980.

4.L(5,65,2),(10,505,4).

パ ォ ロPaolo　 dell'Abbaco(1281-1370頃
,イ タ リア;数 学)

1・Trattato　 d'abbaco(算 盤 書ca。1339);Trattato　 d'aritmetica(算 術 書).

2・ 太 陽 に 対 す る6方 陣 と 月 に 対 す る9方 陣 を 掲 げ,そ の 数 的 特 性 を 述 べ る が 作 成 法

　 　 は 述 べ な い 。

3.　Folkerts　 　l　981:321.

4.　L　 (6,111,1),(9,369,5).

バ ス リー 箪asan　 al-Ba頭(728没
,イ ス ラ ム;魔 術)

1.?

2・ ア ル=ブ ー ニ ー が 自 分 の 方 陣 の 知 識 の 源 泉 と し て 言 及 す る が 享 証 さ れ て い な い 。

3・Hermelink　 l958:204;cammann　 1968169:206,　 fn.61.

パ チ オ リLuca　 Pacioli(1445-1514頃 ,イ タ リア;数 学)

1・De　 viribus　 quantitatis(数 量 の 力 の 効 果),1500頃 。

2・3方 陣 ～9方 陣 を 七 惑 星 に 対 応 さ せ る 。

3.Agostini　 l924:191;Folkerts　 l981:321-322.

4.　L　 (3,15,2),(4,34,19),(5,65,7),(6,111,1),(7,175,1),(8,260,3),(9,369,5).

`パ ラ ケ ル ス ス'Paracelsus(1493/94 -1541
,ド イ ツ;錬 金 術 ・医 学 ・哲 学)

1・Archidoxis　 magica(魔 術 の 根 本 教 理),　 A.D.1570以 前 。 パ ラ ケ ル ス ス に帰 さ

　 　 れ る が 疑 わ し い 。 最 古 の 写 本 はA.D.1570,初 版 本 はA.D.1572。

2.七 惑 星 に 対 応 す る3方 陣 ～9方 陣 を 護 符 に 用 い る 。

3・cammann　 l968169:292;Folkerts　 I981:325。

4.　L　 (3,15,2),(4,34,19),(5,65,7),(6,111,5),(7,175,4),(8,260,4),(9,369,5).

パ リ写 本(数 学)

1.BN　 lat.7359,　 fbl.　lllv,　 A.D.1300の 少 し後 。

2.Foll.85r-l　 l　l　vに は ア ル=フ ワ ー リズ ミ ー の 算 術 に 関 す る書(Joannes　 Hispalen-

　 　 sis,1140頃,に 帰 さ れ る)が 記 さ れ て い る 。 そ の 直 後 に 明 ら か に 後 世 の 人 の 手 で

　 　 3方 陣1個 が 描 か れ て い る 。

3.　 sarton　 1931175:169;Folkerts　 l981:315-316.
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4.L(3,15,5).

ピ カ ト リク ス 系 写 本(14世 紀 以 降,ス ペ イ ン等 ヨ ー ロ ッパ;占 星 術 ・魔 術)

1・Erfurt,　 Ea　 qu.361,fol.59rv(14世 紀 前 半)等,ピ カ ト リ ク ス(Picatrix)の 伝

　 統 に 属 す る 一 連 の 写 本 に 含 ま れ て い る 著 者 及 び タ イ トル 未 詳 の テ ク ス ト。

2.3方 陣 ～9方 陣 を 七 惑 星 に 対 応 さ せ て 掲 げ る 。 作 成 法 は 述 べ な い が,方 陣 の 簡 単

　 　 な 数 的 特 性(定 和 な ど)に つ い て の 短 い コ メ ン トが あ る 。 ブ ー ニ ー 及 び ア グ リ ッ

　 　・ぐ参 照 。

3.Cammann　 l968169:291-292;Folkerts　 l981:316-320.

4.　1」　(3,15,2),(4,34,19),(5,65,7),(6,111,1),(7,175,1),(8,260,3),(9,369,5)・

フ ァ テ ィ ヒ写 本(12世 紀,イ ス ラ ム)

1.Fatih　 3439,　 foll.178r-182r.著 者 ・タ イ トル 未 詳,し か し12世 紀 は 確 実 。

2.偶 々方 陣 の 作 り方(対 角 線 法)。

3.　Sesiano　 　l　980:191-192.

4.L(8,260,4).

ブ ーニ ーAbu　 1-`Abbas　 a1-BUni(1225没,イ ス ラム ・北 ア フ リカ;魔 術)

1・a)Shams　 al-ma`arifal-kubぬwa　 latr　if　al-`awarif(大 きな 知 識 と知 的 繊 細 さ

　 　の太 陽).

　 　b)Sharり 　ism　allah　al-a`zam(神 の 崇 高 な 名 に つ い て).

　 　c)Al-Durr　 a1-man典m　 fi`ilm　al-awfaq　 wa-al-nujUm(方 陣 と占星 術 の 学 問 に

　 　つ い て の真 珠 の首 飾 り).

2.a)桂 馬 跳 斜 行 法 で 作 られ た奇 方 陣,第 一行 に神 の 名(各 文 字 は数 的価 値 も持 つ)

　 　を読 み込 ん だ4方 陣 を掲 げ,七 曜(従 って 七 惑星)と 方 陣 との対 応 に言 及 す る。

　 　b)枠 囲 い法 に よ る任 意 の 次 数 の 方 陣 の 作 り方 。 奇 数 陣:数 列 の 最 初 の3数,中

　 　央 の3数,最 後 の3数 で 中央 の3方 陣 を作 る。 残 りの前 半 の数 で 外 枠 を外 へ 向 か

　 　 って埋 め て ゆ き,最 外 周 へ 達 した ら,後 半 の 数 で 内側 へ 向 か って埋 あ て ゆ く。 偶

　 　方 陣:奇 方 陣 と同 じ原 理だ が,中 央 の4方 陣 は 数 列 の 最初 の8数 と最 後 の8数 を

　 　用 い,任 意 の既 知 の4方 陣 のパ タ ー ン に従 って作 る 。

　 　c)方 陣 の 分 類(奇 ・偶 奇 ・偶 々),任 意 の 定 和 を 持 つ方 陣 の作 り方(定 和50の4

　 　方 陣 と定 和150の5方 陣 を例 と して),偶 々方 陣 の 作 り方(対 角線 法),偶 奇方 陣

　 　の作 り方(枠 囲 い法 に よ り偶 々方 陣 に帰 着 させ る),七 曜(従 って 七惑 星)と 方 陣

　 　の 対 応,を 述 べ る。

637



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国立民族学博物館研究報告　　13巻3号

3.a)Ahrens　 l917:199　 etc.;Ahrens　 l922;Schuster　 l972.

　 b)Carra　 de　Vaux　 1948;Cammann　 l　968169:206-207.

　 c)Bergstrasser　 l923;Hermelink　 l958:203-204,207,209-210.

4.　 L　 (3,15,1),(3,15,5),(3,66,1),(3,90,1),(3,111,1),(3,150,1),(3,192,1),(3,

　 786,1),(4,34,10),(4,34,12),(4,34,13),(4,62,1),(4,66,1),(4,80,1),(4,86,1),

　 (4,88,1),(4,94,1),(4,104,1),(4,113,1),(4,119,1),　 (4,120,1),(4,125,1),(4,

　 145,1),(4,213,1),(4,302,1),(4,315,1),(4,483,1),(4,731,1),(4,998,1),(5,65,

　 4),(5,65,10),(5,66,1),(5,145,1),(5,150,1),(5,205,1),(5,299,1),(6,111,5),

　 (6,111,8),(6,111,11),(9,369,2),(10,505,3).

プ ラ トンPlat6n(427-347　 B.C.,ギ リ シャ;哲 学)

1・a)?

　 　b)Politeia(国 家).

2・a)イ ス ラム世 界 で 好 まれ た あ る汎 対 角 線4方 陣(図1.5)を ア ル=ブ ーニ ーは プ ラ

　 　 トン に帰 す が,立 証 さ れ て い な い。 ま たKhafiyat　 AflatUn(プ ラ ト ンの 秘 密)と

　 　称 す る写 本で は文 字 魔 術 や 数 陣 が 扱 わ れ て い る とい わ れ る が詳 細 は 不 明 。

　 　b)「 国 家」 に現 れ る数729等 を27方 陣(27×27=　 729)に よ って 説 明 しよ う とい う

　 　試 み がBrowneに よ ってな され て い る。 奇 抜 で興 味深 い が 立証 困 難 。

3.a)Bergstrasser　 1923:228;Cammann　 l968169:189,　 fn.19,202;Ullmann

　 　1972:365.

　 　b)Browne　 l917.

フ ラ ン ク フル ト写 本(15世 紀 後 半,ス ペ イ ン;錬 金 術)

1・Frankfurt,　 UB,　 Ms.　 Iat.　oct.231,foll.133r　 and　 l　40rv.

2・FoL　 133rで は,3方 陣 と5方 陣 を 例 と して 奇 方 陣 の 作 り方(雛 段 式 斜 行 法)を

　 　 述 べ る。Fol.140rvで は,雛 段 式 斜 行 法 を4方 陣 に 応 用 す る 目 的 で 多 くの 図 が

　 　描 か れ て い る が,い ず れ も 未 完 成 。

3.　 Folkerts　 　l981:323,332-334.

4.　 L　 (3,]5,5).(5,65,6).

ペ ール ーThakkura　 PherU(14世 紀,イ ン ド;数 学 ・天 文 学 ・建 築 学 ・鉱 物 学 ・宝 石

　 　 学 ・硬 貨 学)

1.数 学 書Gapitasara(数 学 精 要),1315頃 。

2.第4章 第3課 「方 陣 に関 す る課」 で8詩 節 を費 や して 方 陣 の 作 り方 を 述 べ る。 次
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　 　 数 に応 じて,奇 ・偶(=偶 々)・ 偶 奇 方 陣 に分 け,奇 方 陣 と偶 方 陣 に 関 しては 一

　 　 般 的 作 法 を 与 え るが,偶 奇 に 関 して は6方 陣1個 を具 体 的 に与 え るの み 。奇 方 陣

　 　 の結 果 は いわ ゆ る斜 行法 に よ る もの と 同 じで あ る が作 成手 順(変 形斜 行 法)は 若

　 　 千 異 な る。 偶 方 陣 は既 知 の4方 陣 のパ タ ー ンに よ る。

3.林1986:iv-vii.

4.　工」　(3,15,5),　 (4,34,16),　 (4,34,17),　 (6,111,2),　 (8,260,10),　 (9,369,4).

ペ ル シ ャ 語 写 本(13世 紀,イ ス ラ ム)

1.a)Princeton　 Univ.　 Lib.,　 Garrett　 Collection,　 No.1057,　 A.D.1212.

　 　 b)British　 Museum,　 Add.7713,　 A.D.1211(?).

2.斜 行 法 に よ っ て 作 ら れ た 奇 方 陣(複 数)を 含 む と い わ れ る が 詳 細 は 不 明 。b)は

　 　 ま た 多 くの4方 陣,対 角 線 法 の 偶 奇 方 陣 へ の 応 用(最 終 的 な 微 調 整 が 必 要),そ

　 　 れ に20方 陣(対 角 線 法 に よ る)な ど を 含 む と い わ れ る。

3.Cammann　 1　968169:196:202,　 fn.47:204-205:292,　 fhs.57＆58.

`マ ー ナ デ ー ヴ ァ ・ス ー リ'ManadevasUri(4～7世 紀?
,イ ン ド;ジ ャ イ ナ 教)

1.Sattarisayathutta(百 七 十 讃)、

2.定 和170の4方 陣 を 韻 文 化 。

3.Kapadia　 1934:150;Singh　 l936:276.

4.L(4,170,1).

モ ス コ プ ロ スManouel　 Moschopoulos(1300頃,ビ ザ ン ツ;ギ リ シ ャ文 法 ・文 学)

1.方 陣 に 関 す る 「教 本 」Paradosis.

2.次 数 に よ り奇 ・偶 々 ・偶 奇 の3種 に 分 け,奇 数 方 陣 の 作 り方2種(単 純 斜 行 法 と

　 　桂 馬 跳 斜 行 法),偶 々 方 陣 の 作 り 方2種(対 角 線 法 と 既 知 の4方 陣 の パ タ ー ン)

　 　 を 与 え る が,偶 奇 方 陣 の 作 り 方 は 少 な くと も現 存 テ ク ス トに は 欠 け て い る 。

3.Tannery　 l920;McCoy　 l941;矢 島 　 1963;林 　 1987.

4.L(3,15,5),(3,15,8),(4,34,4),(4,34,5),(5,65,5),(5,65,6),(7,175,4),(7,

　 　175,6),　 (8,260,2),　 (9,369,5).

ユ ー ヌ スKamal　 al-Din　 ibn　 YUnus(1156-1242,イ ス ラ ム;神 学 ・数 学)

1.?

2.方 陣 に 関 す る書 が あ る と い わ れ る が 詳 細 は 不 明 。

3.　 sarton　 　l　931175:600.
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楊 輝(13世 紀,中 国1数 学)

1.「 楊 輝 算 法 」 所 収 「続 古 摘 奇 算 法 」,A.D.127411378(序/刊)・

2.3方 陣1個(河 図),4・5・6・7・8方 陣2個 ず つ,9・10方 陣1個 ず つ を 掲 げ る 。

　 　 3方 陣 と4方 陣 に 関 し て は 簡 略 な が ら 作 り 方 も 与 え る(前 者 は 陰 陽 変 易 法,後 者

　 　 は 対 角 線 変 換 法)。 そ の 他 幾 つ か の 数 陣 も掲 げ る 。

3.三 上 　 1917:10-12;李 イ嚴　 1953:177-194;Cammann　 I960:120-122;

　 　 Cammann　 l962;薮 内 　 1974:108-113;阿 部 　 1976;Lam　 Lay-Yong

　 　 l977;平 山 ・阿 部 　 1983:11-13.

4.　L　 (3,15,5),　 (4,34,8),　 (4,34,9),　 (5,65,1),　 (5,105,1),　 (6,111,4),　 (6,111,7),

　 　 (7,175,2),　 (7,175,7),　 (8,260,8),　 (8,260,9),　 (9,369,3),　 (10,505,1).

ラ グ ナ ン ダ ナRaghunandana(1500頃,イ ン ド;法 学)

1.Smrtitattva所 収Jyotistattvaprakarapa(星 の 真 理)中Garbhadhana(受 胎).

2.任 意 の 定 和 の4方 陣 の 作 り方 を 与 え4方 陣 の 呪 術 的 使 用 に 言 及 。

3.Grierson　 l881;Rogu　 l987:108.　 　 　 　 　 ・

4.L(4,20,1),(4,28,1),(4,32,1),(4,34,1),(4,50,1),(4,64,2),(4,72,1),(4,

　 　84,1),　 (4,100,1).

リ ー スAdam　 Ries(e)(1492-1559,ド イ ツ;数 学 ・鉱 学)

1.a)第 二 算 術 書(Rechnung　 auff　 der　linihen　 vnd　 federn…),　 A.D.1522.

　 b)第 三 算 術 書(Rechnung　 nach　 der　lenge　 auff　den　 Linihen　 vnd　 Feder_),

　 A.D.1550,

2.a)任 意 の 定 和(P)を 持 つ3方 陣 の 作 り方(数 列 の 中 項 を5P!l5と す る)と4方

　 陣 の 作 り方(対 角 線 変 換 法)を 述 べ る 。3方 陣 に 関 し て はP=7,15,24の 場 合

　 を 例 示 す る 。

　 b)奇 方 陣 の 作 り方(単 純 斜 行 法)を 与 え た 後,4方 陣 に 用 い た 対 角 線 変 換 法 を

　 一 般 の 偶 方 陣(偶 奇 と偶 々)へ 拡 張 しよ う と 試 み る が 果 た せ ず,た だ6方 陣 と

　 (対 角 線 法 に よ る)8方 陣 を1個 ず つ 掲 げ る 。

3.cammann　 l968169:294;Folkerts　 1981:334-336.

4.　L(3,7,1),　 (3,15,5),　 (3,15,7),　 (3,24,4),　 (4,34,18),　 (5,65,6),　 (7,175,4),

　 　 (8,260,4),　 (9,369,5),　 (11,671,1).

リー ゼ ⇒ リー ス
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劉 散(±1世 紀,中 国;儒 学)

1.「 三 統 暦 」。

2.木 星 に関 して,「 土 木 相 乗 而 合 経 緯 為 三 十,是 為 鎮星 小 周」に示 さ れ た天 文 定 数30

　 　 の 意 味づ け は3方 陣 に基 づ く とTeboulは 解 釈 す る。 即 ち,3方 陣 の 「経 緯 」

　 　 (た て よ こ)の 和 がそ れ ぞれ15だ か ら 「合 」 わ せ て30と い う もの。

3.Teboul　 l983:34.

劉 牧(1011-1064,中 国;道 教)

1.「 易 教 鉤 隠 図」。

2.河 図 ・洛 書 を論 ず る。

3.Needham　 l975:69;藪 内 　 1967:62.

4.　1、(3,15,5).

ル ブ ー デ ィーNajm　 al-Din　 al-LubUdi(1211-67頃,イ ス ラ ム;医 学 ・数 学 ・天 文 学

　 　 ・哲 学)

1.?

2.ア ル=マ ンス ール に捧 げ た方 陣 に関 す る書 が あ る とい わ れ るが詳 細 は 不 明。

3.　sarton　 　l　931175:624.

「簾 中抄 」(12～13世 紀,日 本)

1.原 著 者 は 藤 原(?)資 隆,1170頃 。

2。 略 頒 の 節 に 「十 五 た て の頒 」 と して3方 陣 の た め の2つ の 数 列 を 与 え る:「 四 四

　 　 七 八 五 二 三 六 六」,「六 七 ニ 　ー 五 九 　八 三 四」。

3.大 矢1980:136;林1988a:238.

4.　1」(3,15,3),(3,15,8),

　 4.方 陣 作 成 法

　 4.0.作 成 法 の 分 類

　 16世 紀 以 前 で 方 陣 の 作 成 法 を 多 少 な り と も述 べ て い る人 々 に,イ フ ワ ー ン ・ア ・y・=

サ フ ァー,ア ル=ハ イ サ ム,ア ル=ブ ー 二 一,ア ッ=ジ ンジ ャー ニ ー,丁 易 東,楊 輝,

モ ス コプ ロ ス,ペ ール ー,ナ ー ラ ーヤ ナ等 が い る。 こ こで は これ らの 入 々 に よ って成

文 化 さ れ た作 成 法 を出 来 るだ け忠 実 に紹介 す る こ とを 目 的 とす る。 従 って作 成 法 が述

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 641
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べられていない歴史上の方陣に関しては,現 代的解釈はもちろん,作 成法の推測 もこ

こでは行わない(こ れに関 しては第5章 参照)。 今それらの作成法を分類すれば次の

ようになる。ただしここに用いた名称の殆どは特に断 らない限 り現代 の研究者 た ち

(または私)の 造語である。古代中世でこれらがどう呼ばれていたかは多 くの場合不

明である。また分類の下位区分における順序は,現 存文献に出現する順序 とする。従

ってもちろん これが歴史上の発見順序であるとは限 らないし,将 来新資料の発見によ

って順序を入れ替える必要が生ずる可能性 も多分にあることを断っておきたい。

1.　 3方 陣 の作 成(個 別 的)

　 1.　 チ ャ トラ ンガ 法(イ フ ワ ー ン ・ア ッニサ フ ァ ー)

　 2.　 陰 陽変 易 法(丁 易東,楊 輝)

　 3.　 S字 法(リ ー ス)

2.　 4方 陣 の作 成(個 別 的)

　 1.　 チ ャ トラ ンガ 法(ジ ン ジ ャ ー"ニー一,ナ ー ラー ヤ ナ)

　 2,　 対 角 線 変 換 法(楊 輝,リ ース,程 大 位)

　 3.　 数 値 列 挙 法(ペ ール ー)

3.　 奇 方 陣(m==2k十1)の 作 成

　 1.斜 行 法

　 　 1.　 内蔵 式 斜 行 法(ハ イサ ム)

　 　 2,単 純 斜 行 法(ペ ル シ ャ語 写 本?,モ ス コプ ロ ス,ナ ー ラ ーヤ ナ,ス トウ

　 　 　 写 本,リ ー ス)

　 　 3.　 桂 馬 跳 斜 行 法(モ ス コ プ ロス)

　 　 4.　 変 形 斜 行 法(ペ ール ー)

　 　 5.　 雛 段 式 斜 行 法(フ ラ ン ク フル ト写 本)

　 2.重 ね 合 わせ 法(ナ ー ラ ー ヤナ)

4　 偶 々方 陣(m　 =4k)の 作 成

　 1.　 対角 線 法

　 　 1.　 対 角 線 ブ ロ ック変 換 法(イ ス フ ァ ラー イ ニ ー)

　 　 2.　 対角 線法(フ ァテ ィ ヒ写 本,ペ ル シ ャ語写 本,ブ ー ニ ー,モ ス コプ ロ ス)

　 2.　 既知 の4方 陣 のパ タ ー ン(モ ス コプ ロス,ペ ー ル ー,ナ ー ラ ーヤ ナ)

　 3.　 重 ね 合 わ せ法(ナ ー ラ ー ヤ ナ)

5.　 偶 奇 方 陣(m　 =4k十2)の 作 成
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　 1.　 疑 似 的対 角 線 ブ ロ ッ ク変 換 法(ハ イ サ ム)

　 2.　 ジ グザ グ法(ナ ー ラー ヤ ナ)

　 3.　 対 角 線 等 変 換 法(ナ ー ラー ヤ ナ)

6.枠 囲 い法(ブ ーニ ー,ジ ン ジ ャ ーニ ー,シ ュテ ィフ ェル)

7.任 意 の 定 和 を 持 つ 方 陣 の作 成(ブ ーニ ー,ジ ン ジ ャーニ ー,ナ ー ラ ーヤ ナ,

　 ラ グ ナ ンダ ナ,リ ース)

4.1.3方 陣 の作成(個 別 的)

　 3方 陣は奇方陣のひとつであるから奇方陣に対す る一般的作成法によって作 ること

が出来る。 しかしこれは最も古 くから知られ,ま た親 しまれてきたこともあって,そ

の作成法だけ個別に述べられることもあった。直接図示することの次に単純な方法は

数値を数列の形で列挙する方法であるが,こ れについては3章 の戴徳,簾 中抄,及 び

4・3.1.4節参照。

4.1.1,チ ャ ト ラ ンガ 法

　 チ ャ トラ ンガ(caturahga)と は イ ン ド古 来 の盤 上 ゲ ー ムで あ り,こ れ が 中 国 や 朝

鮮 半 島 を経 由 して,あ るい は海 上 ル ー トを通 って 日本 へ 伝 え られ て 将 棋 とな り,ア ラ

ビア を経 由 して ヨー ロ ッパ へ伝 え られ て チ ェス と な った こ とは よ く知 られ て い る
。 そ

の間 に駒 の 数 や 種 類,ま た競 技 の ル ー ルな ど が変 化 して い った で あ ろ う こ とは容 易 に

想 像 で きる。 こ のゲ ー ムが サ ーサ ー ン朝 ペ ル シ ャの フス ラウ1(531-579)の 時代 に イ

ン ドか らペル シ ャへ 招来 され た 時 の 反応 を 中世 ペ ル シ ャ語 で 記 した 古 い 物 語 が あ る

[伊藤 　 1974:257-267]。

　 イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァーは そ の ペ ル シ ャニア ラ ビア版 チ ヤ トラ ンガ(イ ス ラム世

界 で はな ま って シ ャ トラ ン ジ ュ と呼 ば れ た)の 駒 の 動 き を利 用 して3方 陣 の作 成 法 を

次 の様 に与 え る。

　これ らの場合,任 意の計算(his互b)に 従 って最初 くの数字(複 数)〉 は中央下[の 桝 副 に

ある。 次にあなたは馬(?)の 動 きで右の ほうへ上 が ってゆ く。 そ して自然 な列で中央 く下

に置いた数〉 の次の数が 右辺 にあ る上の角に入 る。 続いてあなたは 左にある両角の間の馬

(faras)の桝 目まで,馬(ramak)の 動 きで進行す る。次 にあなたは歩兵(baidaq)の 動 きであ

なたの左方向の上の角まで上が り,そ こで 自然な順序 で計算が行われ る。続 いてあなたはあ

なたの右方向の下の角に達す るまで 自然な順序で 二度,〈 即 ち〉二つの 数に関 して,参 謀

(firzan)の動 きで進む。 次 に,自 然な順序で,角 に入 った数の次 に来 る数に関 して,農 夫 の
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動 きで進む。 〈次 に〉 あなたの左方向の下角に位 置す る馬の桝目まで,自 然な順序で 〈進

む〉。次 にあなたは上申央を占め る馬 の桝 目まで自然な順序に したがい馬の動きで進む。 こ

の[図の]特 徴は,す べての角 は偶数であ りすべての中央 は奇数であるとい うことである。こ

こで の動 きは,馬 の動 き〈1→2>,次 に馬 の動 き〈2→3>,次 に歩兵の動 き〈3→4>,次 に

参謀の動 きを二 回〈4→5→6>,次 に歩兵の動きを一回 〈6→7>,次 に馬 の動 きを もう一回

<7→8>,そ して上中央 に至 るまでの馬 の動 きく8→9>で ある。

　　　　　　　　　　 ([HERMELINK　 1958:205-206]の 独訳か ら。〈　 〉内は私 が補 う。)

　 これ を 図 示 す れ ば 図4.・laの よ うに な る。 これ は イ ス ラム世 界 で 「ジ ャ ー ビル の3

方 陣 」 と して親 しま れ た もの と 同 じ数 配 列 を も って い る。 た だ し上 の 引 用 の 冒 頭 で

「任 意 の計 算 に従 っ て云 々」 と い って い るの は,1～9の 数 を 用 いた 基 本3方 陣 だ け

で な く,他 の数 列 を 用 いた 場 合 も この パ タ ー ンで作 られ る か らで あ ろ う。 図4.　lbは

ア ル=ブ ーニ ーの書 に載 って い る例 で あ る[AHRENs　 l922:160]。

(a)基 本3方 陣 (b)定 和111の3方 陣(ブ ーニ ー)

図4・1・ チ ャ トラ ンガ 法 に よ る数 配 置 のパ ター ン

　 尚 シ ャ トラ ン ジュ の参 謀(firzan)の 駒 は チ ェス の クイ ー ンに対 応 す るが 動 きは制 限

さ れ て お り,斜 め に一 桝 しか 動 けな か ろ た。 参 考 まで に チ ャ トラ ンガ とチ ェス の駒 の

対 応 関係 を表 に して お こ う。

表4.　1.　 チ ャ トラ ンガか ら チ ェスへ:駒 の対 応 関 係

サ ンス ク リ ッ ト

rajan (王)

 mantrin (大臣)

 hastin/pilu, etc.

asva

ratha

(馬)

 pada  ti

(戦車)

(歩兵)

(象)

中世 ペルシャ語

shah 

 parzen 
 pi1 
asp 

 rox/rah

payadaq

(参謀)

アラビア語

shah 

 firzan 

 fil 

 faraslramak

rukhkh 

baidaq

(塔?)

英 語
king

queen

bishOP

knight

rook!castle

pawn

4・1・2・ 陰 陽 変 易 法

　 丁 易 東 と楊 輝 は,お そ ら く彼 ら以 前 か ら伝 え られ て きた と思 わ れ る陰 変 易 ・陽変 易

と呼 ば れ る方 法 を記 して い る。 陽 変 易 は,ま ず数 字 を南(即 ち上)か ら始 め て斜 め に

並 べ3行3列 の菱 形 にな るよ うに す る(図4.2a)。 次 に 中心 対 称 に位 置 す る 陽数,即

ち1と9,3と7を 互 換 す る(図4.2b)。 最 後 に(テ ク ス トに は明記 して な い が)陰 数(2,
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4,6,8)を 外 に引 き 出 して縦 横3行3列 の方 形 にな る よ う にす る(図4.2c)。 陰 変 易 も

同 様 で あ る が,そ の場 合 は数 字 を北(即 ち下)か ら左 上 に並 べ,互 換 す る の は 陰 数

(2と8,4と6)で あ る 。 結 果 は 同 じに な る。[三 上 　 1917:10;CAMMANN　 l975:

719-720]参 照 。 な お この方 法 を5次 以 上 の奇 方 陣 へ 一般 化 す れ ば雛 段 式 斜 行 法 にな

る(4.3.1.5節 参 照)。

(a)「自南順布」 (b)「一九易位三七易位」

図4.2.　 陽変易法による洛書の作成

4.1,3,S字 法

アダ ム ・リース は 図4.3の よ うに まず 数 をS字 形 に並 べ て か ら,左 下 の2と 右 上 の

8を 互 換 す る。[FoLKERTs　 l981:335]参 照 。

(2と8を 互換)

図4.3・ ア ダ ム ・リー ス のS字 法

　 4.2.4方 陣 の 作 成(個 別 的)

　 4方 陣 は偶 々方 陣 の ひ と つで あ るか らそ の一 般 的 作 成 法 に よ って作 る こ とが 出来 る

が,3方 陣 の 場 合 と同様,4方 陣 も古 来 親 しま れ て お り,そ の作 成法 が個 別 に与 え ら

れ る こ と もあ った 。

　 4.2.1.チ ャ トラ ンガ 法

　 チ ャ トラ ンガ につ い て は,上 記4.1.1節 参 照 。

4.2.1.1ジ ンジ ャ ーニ ーの 方法 。

1)　 まず 最 初 の8数 を 次 の よ う に置 く(図4.4a参 照)。

　 1:第 一 対 角 線 の 最初 の桝 目に;
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　 2:馬 に対 応 す る桝 目に;

　 3:参 謀 に 対応 す る桝 目 に;

　 4:馬 に 対 応す る桝 目 に;

　 5:隣 の桝 目 に;

　 6:馬 に対 応 す る桝 目 に;

　 7:参 謀 に対 応 す る桝 目 に;

　 8:馬 に対 応 す る桝 目 に。

2)　 残 りの桝 目 を埋 め る。 そ の と き,あ る桝 目 と象 に対 応 す る桝 目(斜 め に二 桝 目)

　 との和 が17(-42+1)に な る よ うにす る(図4.4b)。

　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　([SEslANo　 l981:258-259]参 照)

図4.4.　 ジ ンジ ャー ニ ーの チ ャ トラ ンガ 注

　4.2.1.2.ナ ー ラー ヤ ナ の方 法

　 ナ ー ラ ーヤ ナ はチ ャ トラ ンガ の馬 の動 きを基 本 と して,こ れ に 「隣接 桝 目」 と 「一

つ お き桝 目」 の 動 きを加 え る。

　数列によ り生ず る二つずつの数をチ ャ トランガの馬の動 きにより,ま た正順 と逆順の隣接

桝 目および一つお き桝 目によ り置 き,左 回 りと右 回りの馬 の方法で,数 字 により,桝 目を埋

め るが良 い。 この規則は十六の桝 目よ りなる偶胎方陣(4方 陣)に 関 して 述べ られた。 【こ

のよ うにすれ ば]水 平に並んだ桝 目にある数字,垂 直 に並んだ数字,対 角線上にある数字の

それぞれの和が互いに等 しくなる。([林　 1986:xii]参 照)

図4.5.　 ナー ラー ヤ ナの チ ャ トラ ンガ 法

　 この 表現 は ジ ン ジ ャー ニ ー の場 合 よ り更 に曖 昧 で あ り,こ れ だ け か ら方 陣 を作 る こ

とは殆 ど不 可 能 で あ るが,テ クス トは この 後,図4.5の2つ の4方 陣(裏 返 しで 重 な

る)を 与 え る。 この 図で は偶 数 を置 く とき常 に 「馬 の動 き」 を す る こと にな る。
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4。2.　2.対 角 線 変 換 法

　 楊 輝,リ ース,程 大 位 は,ち ょ っ と した 工夫 で 一般 化(偶 々方 陣 へ)も 可 能 な 簡 単

で 優 れ た方 法 を 与 え る。 た だ し彼 ら自身 は そ の一 般 化 を行 わ な か った よ うで あ る。

　 1)　 自 然 数 陣 を作 る(図4.　 6a)。

　 2)　 対 角 線 上の 数 を 中心 対称 に互 換 す る(図4.6b)。

　 　　 　 　 　([三 上 　 1917:6;LAM　 l977:296;FoLKERTs　 l981:335]参 照)

　 図4.6は 自然 数 陣 を 中 国式 に作 っ た場 合 で あ る。 リース は も ちろん 左 か ら右 へ の横

式 に作 る。 この 対 角線 変 換 法 を8方 陣 以 上 の偶 々方 陣(m=4k,　 k>1)へ 一 般 化 す る

に は,次 の よ うに す れ ば よ い。

　 1)　 自然数 陣 を作 る。

　 2)　 全 体 を4行4列 の小 正方 形k2個 か ら成 る もの と み な し,そ れ ら 小 正方 形 の主

　 　 対 角 線 上 の数 をす べ て元 の 自然 数 陣 の 中心 に関 して 中心 対称 に互 換 す る。

　 この一 般 的方 法 が歴 史 上 余 り注 目 され な か った の は 後で(4.4.3節)述 べ る 対 角 線

法 の ほ うが,同 じ原 理 に則 りな が ら手 順 が 簡単 だ った か らで あ ろ う。 時 代 は不 明(お

そ ら く17世 紀以 降)だ が この方 法 で 作 ら れ た と見 られ る8方 陣 がSubhasundaraの

Yugadidevastotra(ジ ャィ ナ教 の聖 歌)に 対 す るサ ンス ク リ ッ ト註 に(3・4・5方 陣

と共 に)記 さ れ て い る。[KAPADIA　 l　934:151]参 照 。

(a)自 然数陣 (b)4方 陣

図4.6.楊 輝の対角線変換法 によ る4方 陣

　 4.2.3.数 値 列 挙 法

　 タ ッ ク ラ ・ペ ール ーは単 に数 値 を列 挙 す る こ とに よ って4方 陣 を与 え る6列 挙 の前

半 と後半 で 順 序 が左 右 逆 にな って い るの は奇 妙 だ が,こ れ は方 陣 の再 構 成 を意 図 的 に

難 し く した もの だ ろ うか 。 な おペ ール ーの テ クス トに方 陣 の 図 は全 くな い。

　 　 　12,3,6,13,14,5,4,11.こ れ ら一六[の 数]を 一っ一つ桝 目に書 きなさい。 魅惑的

　 　 な[図 形]が 得 られ る。2,9,16,7,8,15,10,1.([林 　 1986:v]参 照)

図4.7.　 ペ ー ル ーの 数 値列 挙 法
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　 4.3.奇 方 陣(m=2k+1)の 作 成

　奇方陣の作成法には,後 で述べる枠囲い法を別にすれば,,基本的には斜行法と重ね

合わせ法の2通 りがある。

　4.3.1.斜 行法

　斜行法とは,得 られた方陣で数列の数が斜めに進んでいくように見える作 り方の総

称であり,作 成法には様々な変種がある。斜行法は作 り方が簡単な上すべての奇数次

に適用できるので,古 来インド・アラビア ・ヨーロッパ世界で親 しまれてきた。

　4.3。1.　1.内 蔵式斜行法

　アル=ハ イサムは次のような方法を与える。これは後で述べる雛段式 斜行 法(ヨ ー

ロッパではBachet　 de　M6ziriacの 方法として有名)の 先駆かもしれない。また,1)

で自然数陣をギ リシャ語の書式に従 って左から右へ並べれば,得 られる方陣はモスコ

プロスの単純斜行法で得 られるものと同じである。

　1)　 まず右から左へというアラビア語の書式に従 って自然数陣を作る(図4.8a)。

　2)　その数陣を形成する大正方形の各辺の中点を結んで小正方形を作る。そ してそ

　　の小正方形の各辺と,大 正方形の桝 目の線 との交点を結んで,小 正方形内をm2

　　個の桝 目に分ける。すると,(m2十1)12個 の桝目には既に自数然陣の数が入って

　　 いる(図4.8b)。

　3)　小正方形からはみ出した4つ の直角三角形のそれぞれを,斜 辺が小正方形の対

　　辺に重なるまで平行移動する。左に45度回転する(図4.8c)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ([SEslANo　 l980:190]参 照)

　この方法では方陣が最初の 自然数陣の中に内蔵された形で得られるので内蔵式斜行

法と呼ぶことにする。図4.8は5方 陣の場合を図示する。

図4.8.ハ イサ ムの内蔵式斜行法による5方 陣
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4.3.1.2.単 純 斜 行 法

　 こ こで は,作 り方 にハ イサ ムの よ うな 特 別 の 工 夫 も見 られ ず,単 純 に数 列 の数 を斜

め に置 きな が ら進 ん で い く方 法 を単 純 斜 行 法 と呼 ぶ こ と にす る。 これ に も,ど こか ら

出発 しど ち らに向 か うか に よ って い くつ か の ヴ ァ リエ ー シ ョ ンが あ る。

　 4,3.1.2.1.モ ス コプ ロ スの 方 法

　 モス コプ ロ ス は中 央 直 下 の桝 目 か ら始 め て右 下 方 に斜 行 す るよ うに教 え る。 彼 の規

則 を ま とめ る と次 の よ うに な る(図4.9参 照)。[林 　 1987]参 照 。

　 1)正 方 形 の 中 央 直 下 の桝 目 に1を 置 く。

　 2)次 の 数 は 前 の 数 の位 置 か らそ れ も含 め て数 え て 「下方2番 目の桝 目の右 隣 」(即

　 　 ち斜 め 右 下)に 置 く。 これ を繰 り返 す 。 ただ し正 方 形 の端 で は対 辺 ど う しを 同一

　 　 視 す る(即 ち正 方 形 を ドーナ ツ の よ うに見 な す)。

　 3)m個 の数 を置 く と一 巡 して 既 に数 を 置 い た桝 目 に行 き当 た るの で,次 の数 は最

　 　 後 の 数 の 位 置 か らそ れ も含 め て数 えて 「下 方3番 目」 の桝 目に お き,今 まで と平

　 　 行 に進 む 。

　 4)　 以 上 の 操作 を繰 り返 す。

　 モス コプ ロス 自身 は これ を 「2と3に よ る方 法 」 と呼 ん で い る。 図4。9は この方 法

で 作 られ た5方 陣 を 例 示 す る。 これ は,図4.8cの 裏 返 しで あ る。 即 ち,前 述 の よ う

にハ イサ ムの 内 蔵 式 斜行 法 で 自然 数 陣 を作 る と き,ア ラ ビ ア語 の書 式 で は な くギ リ シ

ャ語 の書 式 に従 って左 か ら右 へ数 を並 べ れ ば,得 られ る方 陣 は モ ス コプ ロス が こ こで

教 え る もの と全 く一致 す る。 従 っ て,イ ス ラ ムの 方 陣 が モ ス コプ ロ ス に影 響 を 与 え た

可 能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る。 な お アダ ム ・リース もモ ス コプ ロス の方 法 を踏 襲 す る

[FoLKERTs　 　l981:336]o

図4。9.モ ス コ プ ロ スの単 純 斜 行 法 に よ る5方 陣

　4.3.1.2.2.ナ ー ラ ーヤ ナ の方 法

　 ナ ー ラ ーヤ ナ は 最外 周 の 一辺 の 中央 か ら始 あ る。進 行 方 向 は特 に指 定 せ ず,テ クス

トで は3方 陣 を例 と して8通 りす べ て のパ タ ー ンを 図 示 して い る(図4.10)。 彼 の規

則 を ま とめ る と次 の よ う にな る。[林 　 1986:xxvi-xxvi　 ii]参 照。
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　 1)　 最 外周 の望 み の辺 の 中央 の 桝 目 に 「数 列 の 初 項」 を 置 く(4通 りの可 能 性 が あ

　 　 る)。

　 2)　 次 の数 は対 辺 の 中央 の桝 目の 隣 に 置 く(2通 りの可 能 性 が あ る)。

　 3)　 そ こか ら始 ま る小 対 角 線 上 に次 々 と数 を 置 く。 た だ し正 方 形 の 端 で は対 辺 ど う

　 　 しを 同一 視 す る。

　 4)m個 の数 を 置 く と一巡 して既 に数 を 置 いた 桝 目に行 き当 た る ので,次 の 数 は

　 　 「背 面 」 にあ る桝 目 に置 き,今 まで と平行 に進 む 。

　 5)　 以 上 を繰 り返 す 。

　 「数 列 の 初 項 」 とい う表 現 か ら も窺 わ れ る よ う に ナ ー ラ ーヤ ナ は 自 然数 列 以 外 の数

列 も念 頭 に お いて この 規 則 を 与 え て い る。 実 際 彼 は図4.10eの パ タ ー ンに従 い定 和 が

そ れ ぞれ24,90,238の3方 陣,5方 陣(図4.51),7方 陣(図4.11)を 掲 げ て い る。

これ らに用 い られ る数 列 の求 め方 につ い て は4.　7.3.2.・1節 参照 。

(a)左 上に進む (b)左 下 に進む (c)右 上に進む (d)左 上に進む

(e)右 下に進む (f)右 上に進む (g)左 下に進 む (h)右 下 に進む

図4.10.ナ ー ラー ヤナ の単 純 斜 行 法 の8パ タ ー ン

図4.11.ナ ー ラー ヤナ の単 純 斜 行 法 に よ る定 和238の7方 陣

　4.・3.　1.2.　3.ス トウ写 本 の 単 純 斜 行 法

　著 者 未 詳 の ス トウ写 本(ア ラ ビア語)で は,中 心 の 左 の 桝 目か ら始 め る点 と,m個

置 い て一 巡 した と きの 次 の 数 の 置 き方(即 ち跳 び方)が 前半 と後半 で異 な る点 が特 徴

的 で あ る。 そ の規 則 をま とめ る と次 の よ うに な る(図4.　 12)。[SAIDAN　 1980]参 照 。
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1)　正方形の中央の桝 目のす ぐ左の桝目に1を 置 く。

2)　 そこか ら左上に斜行 しながら数を置いてゆ く。ただし正方形の端では対辺どう

　 しを同一視する。

3)m個 の数を置くと一巡 して既に数を置いた桝目に行き当たるので,次 の数は最

　後の数の位置から一桝跳んで左の桝目に置 き,今 までと平行 に進む。

4)　以上を繰 り返 して左上角に至 ったら,次 の数は中央桝のす ぐ上の桝 目に置き,

　前と平行に左上方向に斜行する。

5)　一巡して既 に数を置いた桝目に行き当たったら,次 の数は最後の数の位置から

　一桝跳んで上の桝 目に置き,今 までと平行に進む。

6)　以上を繰 り返す。

図4,12,ス トウ写本の単純斜行法による7方 陣

　4・3.1.3.桂 馬跳斜行法

　対角線 に平行に斜行するのではな く,桂 馬跳びで斜行する方法をモスコプロスが教

えている。[林　 1987]参 照。

　1)　正方形の上端中央の桝目に1を 置 く。

　2)　次の数は前の数の位置からそれも含めて数えて 「下方3番 目の桝 目の右隣」 に

　　置 く。 これを繰 り返す。ただ し正方形の端では対辺どうしを同一視する。

　3)m個 の数を置くと一巡 して既に数を置いた桝目に行き当たるので,次 の数は最

　　後の数の位置からそれも含めて数えて 「下方5番 目」の桝 目に置き,今 までと同

　　じ向きに進む。

　4)以 上の操作を繰り返す。

図4.13.モ スコプ ロスの桂馬跳び斜行法による5方 陣
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　 モス コプ ロス 自身 は これ を 「3と5に よ る方 法 」 と呼 ん で い る。 図4.13は こ の方 法

で 作 られ た5方 陣 で あ る。 この方 法 を成 文 化 した モ ス コプ ロス以 前 の 文献 は未 だ 知 ら

れ て いな いが,同 じ方 法(た だ し出 発 点 が異 な る)で 作 られ た と見 られ る5方 陣(図4.

14)が アル=ブ ーニ ーの著 作 に既 に現 れ る[AHRENs　 l922:164;HERMELINK　 l958:

209]。 従 って こ こで もイ ス ラ ム の方 陣 がモ ス コプ ロス に 影響 を与 え た可 能 性 は十 分 に

考 え られ る 。 ま た 時代 はモ ス コ プ ロス と同 じか や や遅 れ るが ア ラ ビ ア語 で 書 か れ允 ス

トウ写 本 に も桂 馬 跳 び斜 行 法 で 作 られ た と見 られ る5方 陣(図4.15a)が 記 され て い る。

これ は 中央 の 桝 目を 空 白 に した 定 和60の 奇 妙 な 方 陣 で あ る が,1～25の かわ りに0～

24の 数 を 用 い た と考 え れ ば よ い。

(a)定 和145の5方 陣 (b)定 和65の5方 陣

図4.14.ア ル=ブ ー ニ ー の桂 馬 跳 び5方 陣

(a)写 本 の方陣(定 和60) (b)復 元された原方陣(定 和65)

図4.15・　 ス トウ写本の桂馬跳び5方 陣

　 4.3.　1.　4.変 形 斜 行 法

　 タ ック ラ ・ペ ール ーは結 果的 に 図4.10の 斜 行 法 のパ タ ー ンで 奇 方 陣 を得 るた め に一

風 変 わ った 方 法 を教 え る。[林 　 1986:vi-vii]参 照 。

　 1)　 初 項1,公 差(m十1),項 数mの 等 差 数 列,{1,m十2,2m十3,_,m2},を 作

　 　 り,そ の 各 項 を 方 陣 の 中央 列(ま た は行)に 置 く。 向 き も考 慮 す れ ば4通 りの 可

　 　 能性 が あ るが,図4.15aは そ の内 の ひ とつ を 示 す 。

　2)　 既 に 置 い た 数pを 基 準 と して,最 初 の 中 央 列(ま た は行)と 同 じ向 きの 桂 馬 跳

　 　 びの位 置 に,Pよ りmだ け大 き い数qを 置 く(図4.15bは2通 りの 可 能 性 の う

　 　 ちの ひ とつ)。qがm2を 越 え た ら,　q=p十m-m2,と す る。 た だ し正方 形 の

　 　 端 で は 対 辺 ど う しを 同一 視 す る。
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　 ペ ール ー の規 則 は 中央 列(ま た は行)の 向 き と桂 馬 跳 びの 方 向 を指 定 して い な いが,

具 体 例 と して の3方 陣 の 数 列 を,{4,9,2,3,5,7,8,1,6}と 与 え る。 これ を イ ン ドの通

常 の書 式 で 並 べ れ ば,図4.15cが 得 られ る。 これ は 図4.10hの パ タ ー ンで あ る。

(a)中 央列 (b)q=P十m (c)3方 陣の例

図4.15.　 Ae・・一ル ー の変 形 斜 行法

4.3.1.5.雛 段 式 斜 行 法

　 この方法では自然数陣を斜めの段状に作るので雛段式斜行法 と呼ぶことにする。 こ

れはヨー-mッパでは,Bachet　 de　M6ziriac(1581-1638)の 方法として有名であるが,

15世紀のフランクフル ト写本が既に教えている。もし自然数陣を右下がりではなく左

下がりに作れば,結 果はハイサムの内蔵式斜行法で得られるものと同じになる。従っ

てここにもイスラムの方陣の影響が十分 に考え られる。

　1)　数字を上から右下がりに並べて菱形の自然数陣を作る(図4.16a)。

　 2)　方陣となるべき正方形からはみ出した部分は内蔵式斜行法のときと同様に平行

　　移動 して正方形の中に埋め込む(図4.16b)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ([FoLKERTs　 l981:332-333]参 照)

　 この方法は丁易東や楊輝の与える3方 陣のための陽変易法を5次 以上の奇方陣へ一

般化 したものと見ることも可能であるが,も ちろんこの方法の発見者が中国の陽変易

法を知っていたという証拠はない。図4.16は5方 陣の例である。

(a)雛 段式 自然数陣 (b)完 成 した5方 陣

図4.16.雛 段式斜行法による5方 陣
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　 4.3.2.重 ね 合 わせ 法

　 こ の方 法 で は初 め に2つ の補 助 数 陣 を作 って か ら,そ れ らを 「両 手 を合 わせ る よ う

に」(karasarPPutavat)重 ね 合 わ せ,対 応 す る2数 ず つ の 和 を 取 る。これ は イ ン ドで 発

達 した方 法 で,ナ ー ラー ヤ ナ は 定 和Pが 与 え られ た と き その 定 和 を 持 つ 奇 方 陣 を作

るた めの 重 ね 合 わ せ 法 を教 え る。 彼 の規 則 を ま とめ る と次 の よ うにな る 。[林 　 1986:

XXV-xxvi　 i　i]参 照 。

　 1)　 適 当 な 数P1,q1,d1,d2,を 選 ん で2つ の 数列,

　 　 　 　 pi=・P1十(i-1)d1　 　 (1≦i≦m)

　 　 　 　 q・=q1十(i-1)d2　 　 (1≦i≦m)

　 　 を作 り,第 三 の数 列 を,

　 　 　 　 r,　==eq,,た だ し,　e={P-(P1十P2十 … 十pm)}!(q1十q2十 … 十qm)

　 　 と す る。

　 2)数 列{P、}と{r、}を 用 い て そ れ ぞ れ補 助 陣A,Bを 作 る。 作 り方 は 両 者で 全 く同

　 　 じで あ る(図4.17ab参 照)。

　 　 1° 数 列 の初 項 を第 一 列 中央 の桝 目に お く。

　 　 2° 以 下,順 に下 の桝 目 に数 列 の数 を置 く。 ただ し下 端 に達 した ら上 端 に行 き,

　 　 　 そ こか ら下 が っ'て行 く。

　 　3°　 出 発点 に戻 っ た ら,最 後 に置 いた数 の右 隣 の桝 目か ら同 じ操作 を行 う。

　 　 4° 以 上 を繰 り返 す 。

　 3)補 莇 陣A(「 覆 わ れ る もの」chadyaka)に 補 助 陣B(「 覆 う もの」chadaka)を

　 　 左 右 裏 返 して か ぶ せ,対 応 す る数 ど う しの和 を取 る(図4.17c参 照)。

　 ナ ー ラ ーヤ ナ は定 和 が そ れ ぞれ24,90,238の3方 陣,5方 陣,7方 陣 を例 示 して い

るが,こ こで は7方 陣 の場 合 を見 よ う。P=238に 対 して 彼 は基 本2数 列 を,

　 　 　 　 {p1}={1,2,3,4,5,6,7}

　 　 　 　 {q1}={0,1,2,3,4,5,6}

と定 め る。従 って,e-10で あ り,

　 　 　 　{ri}={0,10,20,30,40,50,60}

で あ る。 この{P1}と{r、}で 補 助 陣 を作 れ ば,図4.17abと な る。 「両 手 を合 わせ るよ

うに」 これ らを重 ね 合わ せ て 図4.17cが 得 られ る。
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(a)補 助陣A (b)補 助陣B (c)完 成 した7方 陣

図4.17.　 ナー ラーヤナの重ね合わせ法による定和238の7方 陣

　 4.4.偶 々 方 陣(m=4k)の 作 成

　偶 々方 陣 の作 成 法 に は,後 述 の 枠 囲 い法(4.6節)を 別 に す れ ば,対 角 線 法,既 知 の

4方 陣 のパ タ ー ン,重 ね 合 わ せ 法,の3種 が あ る。

　4.4.1.対 角 線 法

　4.4.1.1.対 角 線 ブ ロ ック変 換 法

　全 体 の桝 目 を16の ブ ロ ックに 分 け,対 角線 上 の ブ ロ ック を 中心 対 称 に互 換 す る方法

で,12世 紀 初 頭 の イ フ ァラ ーイ ニ ーが 教 え て い る。 そ の規 則 を ま とめ る と次 の よ うに

な る。[SEslANo　 l980:193】 参 照 。

　1)　 自然 数 陣 を 作 る(図4.18d)。

　2)m2(=16k2)個 の桝 目を16の ブ ロ ック(k2個 の 桝 目か ら成 る)に 分 け る(図

　 　4.18a)。

　3)　 対 角 線 上の ブ ロ ック を 中心 対 称 に互 換 す る(図4。18b)。

　4)互 換 した 各 ブ ロ ックの 中 で,数 を 中心 対 称 に互 換 す る(図4.18cはk=2とk

　 　 ==3の 場 合)。

　 図4.18eは8方 陣 の例 で あ る。 ただ しこの 図 は 規則 に基 づ い て再 構 成 した もの で あ

り,テ ク ス ト(写 本)に は な い。

(a)16の ブ ロ ック (b)対 角線変換 (c)ブ ロック内の中心対称変換
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(d)自 然数陣 (e)8方 陣(k=・2)

図4.18.　 イ ス フ ァラー イ ニ ーの 対 角線 ブ ロ ック変換 法

　 な お この 方 法 と ち ょ うど 対照 的 に,対 角 線 上 の ブ ロ ックを そ の ま ま に して他 の ブ ロ

ックを 中心 対 称 に互 換 す る方 法 で 作 られ た と見 られ る8方 陣 が,イ ン ドのDharma-

nandana(17世 紀 頃?)のCatuh＄a§tiyoginimapdalastuti(ジ ャ イナ教 讃 歌)の 中で

記 述 され て い る。[KAPADIA　 1934:153]参 照 。

　4.　4,1.2.対 角 線 法

　 この 方 法 は ヨー ロ ッパ で は モ ス コ プ ロ スの 方 法 と して 有 名 で あ る が,今 で は遅 くと

も12世 紀 の フ ァテ ィ ヒ写 本 を初 め と して イ ス ラム世 界 で 知 られ て いた こ とが 分 か って

い る。 原 理 的 に は楊 輝 や アダ ム ・リー スが4方 陣 に対 して の み教 え る 対 角 線 変 換 法

(4.2.　2節)と 同 じで あ る が,高 次 の 場 合 に も手 順 が容 易 で あ る点 で 優 れ て い る。 規 則

を ま と め る と次 の よ うにな る。[SEslANo　 l980:191-192]参 照 。

　1)　 m2(=16k2)個 の桝 目を 持 つ 正方 形 全 体 を4行4列 か ら成 る小 正方 形k2個 に

　 　分 け,そ れ ら小 正 方 形 の 主 対 角線 上 の桝 目 に 目印(点 な ど)を 付 け る。

2)　 そ の 図 で,自 然 数 陣 を作 ると きの よ うに一 行 一 行(ま た は 一 列 一 列)進 み な が

　 　 ら,ま ず 印 を 付 けた桝 目 に対応 す る数 を書 いて ゆ く。

3)　 最 後 の桝 目 に達 した ら今 度 は来 た道 を逆 順 に戻 りな が ら残 った 数 を小 さ い ほ う

　 　か ら順 に空 い て い る桝 目 に書 いて ゆ く。

(a)対 角線上に印(*) (b)完 成 した8方 陣

図4.1　9.対 角線 法 によ る8方 陣

656



林　 方陣の歴史

4.4.　2.既 知 の4方 陣 の パ タ ー ン

　ここではm2(=16k2)個 の桝 目から成る正方形を4行4列 か ら成る小正方形k2個

に分け,各 小正方形 に既知の4方 陣のパターンで数を置いてゆ く。このとき全体に均

等に数値を配置するために小正方形に順序を付け,こ れを往復 しながらしかも既知の

4方 陣のパターンに従って数を置いてゆくが,何 回往復するかによっていくつかのヴ

ァリェーションがある。

　 4.4,2.1.モ ス コプ ロ スの 方 法

　 モ ス コプ ロ ス は図4.20aの4方 陣 を 既 知 と し,そ の パ タ ー ンで 各 小 正 方 形 内に まず

8数 ず つ 置 いて ゆ く。 帰 路 もや は り8数 ず つ 置 く。 従 って こ こで は一 往 復 で 操 作 は完

了 す る。 図4.20bcは8方 陣 の 例 で あ る。[林 　 1987]参 照 。 な お モ ス コプ ロス の 基本

4方 陣(図4,20a)は ア ッ=ジ ン ジャ ーニ ーが チ ャ トラ ンガ法 で 与 え た4方 陣(図4.

4b)を 左 右 裏 返 した もの で あ る。

(a)基 本4方 陣 (b)8方 陣作成途中(一 往路) (c)完 成 した8方 陣

図4.20.モ ス コプ ロスの 既 知 の4方 陣 の パ タ ー ンによ る8方 陣

　 4.4.2.2・ タ ック ラ ・ペ ール ーの方 法

　 ペ ール ー は 図4.21aの4方 陣 を既 知 と し,そ のパ タ ー ンで 各 小正 方 形 内 に4数 ず つ

置 い て ゆ く。 従 って こ こで は2往 復 で操 作 は完 了 す る。 図4・21bcは8方 陣 の例 で あ

る。 た だ しこれ らの 図 は テ クス トに は な い。[林 　 1986:vi]参 照 。

(a)基 本4方 陣 (b)8方 陣の作成途 中(一 往路) (c)完 成 した8方 陣

図4.21.ペ ー ル ーの 既 知 の4方 陣 の パ タ ー ンによ る8方 陣
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　 4.　4.　2.3.ナ ー ラー ヤ ナの 方 法

　 ナ ー ラ ー ヤナ は 図4.22aの4方 陣 を 既 知 と し,そ のパ タ ー ンで 各 小 正方 形 内 に1数

ず つ 置 いて ゆ く。 従 って こ こで は 八 往 復 で 操作 が完 了 す る。 図4.22bcは8方 陣 の例

で あ る。[林 　 1986;xx]参 照 。

(a)基 本4方 陣 (b)8方 陣の作成途 中(一 往復) (c)完 成 した8方 陣

図4.22.　 ナ ー ラー ヤ ナ の既 知 の4方 陣の パ タ ー ンによ る8方 陣

4.4.3.重 ね 合 わ せ 法

　 ナ ー ラ ー ヤ ナは 奇方 陣 に対 す る重 ね 合 わ せ 法(4.　 3.2節)と 同 様,こ こで も与 え ら

れ た定 和 を 持 つ偶 々方 陣 を作 るた めの 重 ね 合 わ せ 法 を教 え る。 彼 の規 則 を ま と め る と

次 の よ うに な る。[林 　 1986:xvi　 i-xx]参 照 。

　 1)　 3つ の等 差数 列,{Pi},{qi},{rl}を 奇 方 陣 の場 合 と全 く同様 に作 る。4.3.2節 参

　 　 照 。

　 2)　 数 列{P1}を 用 い て補 助 陣Aを 作 る:数 列 の 「半 分 で 戻 り」,上 下 に往 復 しな が

　 　 ら正 方 形 の 上 半分 は 「正 順 に」 下 半 分 は 「逆 順 に」 数 を置 いて ゆ く(図4.23a参

　 　 照)。

　 3)　 数 列{r1}を 用 い て補 助 陣Bを 作 る:数 列 の 「半 分 で戻 り」,左 右 に往 復 しな が

　 　 ら正方 形 の左 半 分 は 「正 順 に」 右 半 分 は 「逆 順 に」 数 を 置 い て ゆ く(図4.23b参

　 　 照)。

　 4)　 補 助 陣A(「 覆 わ れ る もの」chadyaka)に 補 助 陣B(「 覆 う もの」chadaka)を

　 　 左 右 裏返 して かぶ せ,対 応 す る数 ど う しの 和 を 取 る(図4.23c参 照)。

　 ナ ー ラー ヤ ナ は定 和 が40と60の4方 陣,260と400の8方 陣 を 例示 して い る が,こ こ

で はP=260の8方 陣 を 見 よ う。 彼 は 基 本2数 列 を,

　 　 　 　 {Pi}={1,2,3,4,5,6,7,8},

　 　 　 　 {qi}={0,1,2,3,4,5,　 6,7},

と定 め る。 従 って,e=8で あ り,
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　 　　 　 {ri}={0,8,16,24,32,40,48,56},

で あ る。 この{P、}と{r、}で 補 助 陣 を作 れ ば 図4・23abと な る。 これ らを 重 ね 合 わせ て

図4.　23cが 得 られ る。

　 な お,ナ ー ラー ヤ ナ の規 則 で は補 助陣Bを 裏 返 してAに 重 ね る こ とに な って い る

が,逆 にAを 裏 返 してBに 重 ね て も,あ る い は共 に裏 返 さず に 重 ね て も,更 には 両

方 とも裏 返 して重 ね て も,結 果 は方 陣 にな る。 実 際 ナ ー ラー ヤ ナ 自身 も他 の例 に関 し

て そ の よ うな 図 を 幾 つ か テ ク ス トに載 せ て い る。cammann[1968169:286]は この

重 ね 合 わせ(sarpputa)法 が 性 的結 合 を象 徴 して い る と考 え る が,少 な くと も ナ ー ラ

ーヤ ナ 自 身 の表 現 に それ を示 唆 す る もの は な に もな い
。彼 は単 に 「両 手 を合 わせ る ご

と く」(karasarpPutavat)[Gapi　 takaumudi　 14.25]と い うだ けで あ る。

(a)補 助陣A (b)補 助陣B (c)完 成 した8方 陣

図4.23.　 ナー ラー ヤナの重ね合わせ法 による8方 陣

4.5.偶 奇 方 陣(m=4k+2)の 作 成

　 偶 奇 方 陣 は,後 述 の枠 囲 い法(4.　 6節)を 別 に す れ ば,ハ イ サ ムの 疑 似 的 対 角 線 ブ

ロ ック変 換法(m==8k十2の 場 合 の み)お よ び ナ ー ラー ヤ ナ の ジ グザ グ法 と対 角 線 等

変 換 法 が知 られて い るが,い ず れ も規 則 と して十 分 な一 般 化 に成 功 して いな い。

　4.　5.1.疑 似 的 対 角線 ブ ロ ッ ク変 換 法

　 この 方法 はハ イ サ ム の方 法 と してFatih写 本 に 引 用 され て い る もの で あ る。 恰 も

偶 々方 陣 の た め の 対角 線 ブ ロ ック変 換 法(4。4.1.1節)を 偶 奇 方 陣(た だ しm=8k十2

の タ イ プ)へ 無 理 矢 理 応 用 したか の よ うな 複 雑 な 規 則 な の で,こ こで は疑 似 的 対 角 線

ブ ロ ック変 換法 と呼 ぶ こ と にす る が,あ ま りふ さわ しい 名 前 で は な い か も しれな い。

ハ イサ ム が 対 角線 ブ ロ ック変 換 法 を知 って いた とい う確 か な証 拠 は な い か ら。 その 規

則 をま とめ る と次 の よ う にな る。[SEslANo　 1980:194--195]参 照 。

　 1)　 自然 数 陣 を作 る(図4,24c参 照)。
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2)中 央 の2行2列 を除 いて 全 体 を16の ブ ロ ック(2k×2kの 小 正 方 形)に 分 け る

　 (図4.24a)。

3)　 対 角 線 上 の ブ ロ ック(A～H)と 中央 の4数(a,b,　 c,　d)を 中心 対 称 に互 換 す る

　 (図4.24b)。

4)互 換 した 各 ブ ロ ック 内で,数 を 中心 対 称 に互 換 す る(図4.　 18c参 照)。

5)中 央 の2行2列(a,b,c,dは 除 く)の そ れ ぞ れ で,(8k十2)12--2=4k-1,

　 個 の 適 当 な 隣 り合 うペ ァ を互 換 す る。

6)　 対 角線 外 の ブ ロ ック(1～8)の 中の 次 の 対 角線 を線 対称 に互 換 す る。

.1°　 2～3に ま たが る対 角 線(/)と4～5に ま た が る対 角 線(＼),

　2°　 1の 対 角 線(＼)と2の 対 角 線(/),

　 3°　 3の 対 角 線(＼)と8の 対 角 線(/)。

(a)16の ブ ロ ック (b)対 角線変換

(c)自 然数陣 (d)完 成 した10方 陣(k=1)

図4.24.ハ イサムの疑似的対角線ブ ロック変換法

　 図4.24dは10方 陣(k=1)の 例 で あ る。 た だ し この図 は規 則 に基 づ い てSesianoが

再 構 成 した もので あ り,写 本 に は・な い。 第5章L(10,505,4)参 照 。

4.　5.2,ジ グ ザ グ 法

　偶奇方陣(m=4k十2)に 対してここでは最初に数をジグザグ状に並べて およそ均

等に配置してか ら,幾 つかの数を互換 して定和を得るよ うに調整する。ナーラーヤナ
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の規 則 は難 解 で あ る が,ま とめ る と次 の よ うに な る。[林 　 1986:xxii]参 照 。

1)左 上 角 か ら始 め て 上 ・下 ・上 ・下 とジ グザ グ状 に,左 か ら右 へ 右 か ら左 へ と往

　 　復 しな が ら次 第 に内 側 の行 に向 か い,中 央2行 に達 した ら今 度 は次 第 に外 側 の行

　 　 に向 か う。 最 後 は 左 下 角 で 終 わ る 。そ の と き原 則 と して水 平 に並 ん だ,k(=(m12

　 　 -1)12)個 の桝 目(密 着 桝 目 §listhakosthaと 呼 ば れ る)は 連 続 した数 で 埋 め るが ・

　 　次 の例 外 が あ る。

　 　1° 初 項 は1つ だ け切 り離 して左 上 角 に置 く。

　 　2°　 中央2列 に は常 に連 続 した数 を置 く。

　 　3° 上 か ら2行 目 と下 か ら2行 目 はす べ て1つ ず つ 数 を 切 り離 して 置 く。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (図4.25a参 照)

　2)　 得 られ た数 陣 で,次 の数 を互 換 す る。

　 　 1°m!2行m!2列 の 数 とm12行m列 の 数,

　 　 2°m!2十1行m12列 の数 とm!2十1行m列 の数,

　 　3°m12行m12十1列 の数 とm12十1行m12十1列 の 数。

　3)　 この 他 に必 要 な数 を互 換 す る。

　 ナ ー ラ ーヤ ナ は6方 陣,10方 陣,14方 陣 を例 示 す る。 図4.25は10方 陣 の 場 合 で あ る。

(a)ジ グザ グ配置(下 線は密着桝 目) (b)完 成 した10方 陣

図4.25.ナ ー ラー ヤ ナの ジグザ グ法 によ る10方 陣

4.　5.　3.対 角 線 等 変 換 法

　 これ もナ ー ラ ーヤ ナ が 教 え るが,こ こで は 自然 数 陣 か ら出発 して 対 角 線 上 の 数 そ の

他 を互 換 す る。[林 　 1986:xxiii]参 照 。

　 1)　 自然数 陣 を作 る。

　 2)　 対 角 線 上 の 数 を 中心 対称 に互 換 す る。

　 3)　 図4.・26aのAとB,　 CとDを 線 対 称 に互 換 す る。
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　4)中 央 の2行2列(基 台pithaと 呼 ばれ る)の 中の適 当 な数 を互 換 す る。

　5)　 この他 に必 要 な 数 を 互 換 す る。

　 ナ ー ラー ヤ ナ は6方 陣 と10方 陣 を 例 示 す る。 図4.26bcは10方 陣 の 場 合 で あ る。 上

の手 順 の4)と5),ま た前 節 で 述 べ た ジ グザ グ法 の手 順 の3)に は かな りの熟 練 を必 要 と

す る。 この点 に つ い て ナ ー ラー ヤ ナ 自身,次 の よ う に述 べ る。

以上 のように,こ こでは知力(mati)に よ って奇胎[方 陣](即 ち偶奇方陣)を 作るべきであ

る。心 に知 力な き者 には方陣算と呼 ばれ るものはない。(f林 　1986:xxiii]参 照)

　このように,数 学問題の解法の手順を完全にアルゴリズム化で きないとき,イ ンド

の数学者は しば しば 「知力」の重要性を強調する。

(a)互 換 の パ タ ー ン

(b)手 順1)～3)の 結 果 (c)完 成 した10方 陣

図4.26.　 ナー ラーヤナの対角線等変換法 によ る10方 陣

4.6.枠 囲 い 法

　枠囲い法は3方 陣または4方 陣を核として,そ の周囲に枠で囲むように幾重にも数

を巡らせてゆ く方法であり,得 られる方陣は外側から順 に枠を外 していって も常に残
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りが方陣であるようないわゆる親子方陣となる。規則は多少複雑であるが,奇 方陣,

偶奇方陣,偶 々方陣のすべてに通用する方法として優れている。ヨーロッパではシュ

ティフェル,日 本では関孝和等がこの方法を研究 しているが,イ スラム世界では既に

13世紀のアル=ブ ーニーとア ッ=ジンジャーニーが教えている。中国で も同じ世紀の楊

輝が5次 の親子方陣を図示 しているが作 り方は述べない。従って中国で枠囲い法がど

こまで一般化されていたか不明である。西安で発見された6次 の親子方陣はアラビア

数字で鉄板に記されており,13世 紀末頃イスラム世界から中国へ伝えられたものと考

えられているが,楊 輝の親子方陣にイスラムの影響があったかどうか,現 段階では結

論できない。Cammann[1975:721]は 逆に,楊 輝以前から中国で知られていた枠

囲い法がイスラム世界に伝えられて発展を遂げたと考えるが,確 かな証拠はない。な

お,イ ンドでは枠囲い法 も親子方陣の具体例も見つかっていない。

4・6・1.ア ル=ブ ー ニ ー の 方 法

　 ア ル=ブ ーニ ー は数 列 の 数 が内 側(3方 陣 ま た は4方 陣)か ら次 第 に外 側 へ 向 か い ・

再 び 内 側 へ戻 って くる よ うな方 法 で 数 を配 置 す る。[CARRA　 DE　VAux　 l948]参 照 。

4・　6・]・1.偶 方 陣(m=2k,　 k>1)の 場 合

1)図4.27aの よ うに,核 とな る4方 陣 に 数 列 の 最初 の8数 を 置 く。 残 りの桝 目 に

　 は 最 後 の8数 が 置 か れ る。 こ の4方 陣 の定 和 は2m2十2で あ る。

2)　 第r枠 に,数 列 で 次 に来 る4r十6個 の数 を 次 の よ う に置 く(図4.27bはr=1

　 の と き)。

　 1° 最 初 の 奇 数 を 右 上 角 に置 く。

　 2°.そ れ に2r十3加 え た数(偶 数)を 左 上角 に置 く。

　3° 右 上 角 に置 い た 最 初 の 奇数 か ら始 めて 後 続 の奇 数2r十1個 を上 ・下 ・上 ・下

　 　 と左 に進 み な が ら ジグザ グ状 に 置 く。

　4° 最 後 に 置 い た 奇 数 の左 隣 に最初 の偶 数 を置 く。

　5° 次 の偶 数 を左 上 の桝 目 に 置 き,そ こか ら始 め て左 ・右 ・左 ・右 と上昇 しな が

　 　 ら ジグザ グ状 に後 続 の偶 数 を置 く。 ただ し既 に左 上 角 に 置 い た偶 数 は と ばす 。

　 　 この ジグザ グ進 行 に よ って 置 か れ る 偶 数 は 左 上 角 も含 めて 合 計2r十2個 で あ

　 　'る。

　6° た だ し この ジグ ザ グ進 行 は次 の ス テ ップ で 変則 的 とな る。 即 ち,枠 の 一 辺 が

　 　偶 奇 の と き,最 後 の 偶 数 は直 前 の偶 数(常 に右 辺)の 真 上 に置 く。 一 方,枠 の

　 　一 辺 が偶 々の と き,左 上 角 の 偶 数 の次 の偶 数 を 置 い た ら(常 に左 辺),次 の偶
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　　数はその真上に置き,そ こからジグザグ進行を再開する。

　7° 未だ半分の桝目が埋められていない側の辺で,対 辺の向かい合 う桝 目も空で

　　あるような桝目に,最 後の奇数を置く。

　8° 残りの桝目には,向 かい合 う桝目の和がm2十1に なるように数を置 く。

3)　 目的の枠に至る迄2)を 繰 り返す。

図4.　27cは このように して作 られた10方陣である。

(a)核4方 陣 (b)第 一 枠(r-1) (c)完 成 した10方 陣

図4.27.ア ル=ブ ー ニー の枠 囲 い 法 に よ る偶 方 陣

　 4・6.1・2.奇 方 陣(m=2k十1)の 場 合

　 図4.・28aの3方 陣 を核 と し,こ れ を 順 次 拡 大 して ゆ く。　m方 陣 をm十2方 陣 へ 拡

大 す る に は次 の よ う にす る(図4.28bはm=3の 場 合)。

　 1)　 右 上 が りの 対 角 線 を 構 成 す る中 央m数 に は それ ぞれ,{(m十2)2-m2}/2=2m

　 　 十2=4k十 先 を加 え る。

　 2)　 中央m数 よ り大 きい数 に は そ れ ぞれ,(m十2)2-m2=4m十4=8k十8,を 加

　 　 え る。

　 3)　 中 央m数 よ り小 さ い数 は そ の ま ま とす る。

　 4)　 右 上 が りの対 角 線 の左 下 と右 上 に数 を1つ ず つ加 え て数 列 を完 成 す る。

　 5)今 置 いた 右 上 角 の 数 の 次 の数 を そ の左 隣 に置 き,そ こか ら始 め て 上 ・下 ・上 ・

　 　 下 と ジグザ グ状 に数 を 置 く。

　 6)　 左 辺 に達 した ら左 下 角 に は 既 に数 が あ る ので,次 の数 は 右下 角 に置 き,そ こか

　 　 ら右 ・左 ・右 ・左 と ジグザ グ状 に数 を 置 く(図4.28b参 照)。

　 7)対 辺 の向 か い合 う桝 目 ど う しの 和 が(m十2)2十1と な る よ う に,残 りの桝 目 に

　 　 数 を置 く。 ただ し角 の 桝 目は 対 角 線 的 に向 か い 合 うも の とす る。

　 図4.　28cは この よ う に3方 陣 か ら次 々に拡 大 して作 られ た9方 陣 で あ る。
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(a)核3方 陣 (b)5方 陣へ拡大(m-3) (c)完 成 した9方 陣

図4.28.　 アル=ブ ー ニー の 枠 囲 い法 によ る 奇方 陣

46.2・ ア ッ=ジ ン ジ ャ ー ニ ー の 方 法

　 ア ッ=ジ ンジ ャ ーニ ーは 数 列 の数 が 外 側 か ら内 側 へ 向 か い,再 び外 側 へ 戻 って ゆ く

よ うな方 法 で 数 を配 置す る。[SESIANO　 l981]参 照 。

　 4.・6.2.1.偶 方 陣 の場 合

　 枠 囲 い法 に よ り偶 奇 方 陣 は偶 々方 陣 に帰 し,偶 々方 陣 は偶 奇方 陣 に帰 す。 従 っ て ど

ち ら か ら始 めて も,こ れ を 繰 り返 して最 終 的 に は4方 陣 に至 る。 ジ ン ジ ャ ーニ ーの4

方 陣 作 成 法 につ い ては4.2.1.1節 参照 。 図4.・29はジ ン ジ ャー ニ ーが 例 宗 す る12方 陣 で

あ る。

図4.29.　 ジ ンジ ャー ニー の 枠 囲 い法 によ る12方 陣

4・6・2・1・1・偶 奇 方 陣(m=4k十2)

1)　 最 外 枠 に次 の(a),(b)2通 りの 方 法 の う ちの い ず れ か で 最初 の10数 を置 く。 た
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　 だ しい ず れ の 場 合 も,向 か い 合 う一対 の桝 目 の一 方 は常 に空 で あ る よ うに す る。

　 (a)　 1:第 一 対 角 線[と 第 一列 の 交 点](即 ち右 上 角)に,

　 　 　 2:最 後 の 列 で 角以 外 に,

　 　 　 3:最 後 の 行 で角 以 外 に,

　 　 　 4:第 二 対 角 線 と第 一 行[の 交 点](即 ち左 上角)に,

　 　 　 5:3と 同 じ行 で 角以 外 に,

　 　 　 6:第 一 列 で 角以 外 に,

　 　 　 7:3と 同 じ行 で 角 以 外 に,

　 　 　 8:6と 同 じ列 で 角 以 外 に,

　 　 　 9:2と 同 じ列 で角 以 外 に,

　 　 　 10:第 一 行 に。

　 (b)　 1:第 一対 角 線[と 第 一 列 の交 点](即 ち右 上 角)に,

　 　 　 2:最 後 の行 で角 以 外 に,

　 　 　 3:最 後 の列 で角 以 外 に,

　 　 　 4:2と 同 じ行 で 角 以 外 に,

　 　 　 5:第 一列 で角 以 外 に,

　 　 　 6:第 二 対 角線 と第 一行[の 交 点](即 ち左 上 角)に,

　 　 　 7:3と 同 じ列 で 角 以 外 に,

　 　 　 8:第 一 行 に,

　 　 　 9:2と 同 じ行 で 角 以 外 に,

　 　 　 10:5と 同 じ列 で角 以 外 に。

2)　 上 で 数 を 置 い た桝 目 と向 か い 合 う桝 目 に,両 者 の和 がm2十1と な るよ う に10

　 個 の 数 を 置 く。 た だ し角 の桝 目は対 角 線 的 に向 か い合 う もの とす る。

3)k=1(m-6)の 場合 は以 上 の操 作 で 最 外 枠 が 完 成 す る。 図4.30ab参 照 。

4)k≧2(m≧10)の 場 合 は最 外 枠 の 各 辺 に未 だ(4k十2)-6　 =4(k-1)個 の空 の

　 桝 目が あ る。 そ れ らを次 の よ うに して埋 め る。

5)　 11か らの 数 を 次 の順 序 で 置 く。 た だ しこ こで も向 か い合 う一 対 の桝 目の 一方 は

　 常 に空 で あ る よ うに す る。

　 1° 任 意 の 一 辺 の 空 の 桝 目の4分 の1に,

　 2° 対 辺 の 空 の桝 目の 半 分 に,

　3° 最 初 の 辺 の 空 の 桝 目の4分 の1に,

　 4° 第 三 の 辺 の 空 の 桝 目の4分 の1に,
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　 5° 第 四 の 辺 の 空 の桝 目の半 分 に,

　6° 第 三 の辺 の 空 の桝 目の4分 の1に 。

6)　 上 で数 を 置 い た桝 目 と向 か い合 う桝 目 に,両 者 の和 がm2十1と な る よ うに数

　 を 置 く。

図4.30cはm=10(k=2)の 場 合 に対 しジ ンジ ャ ー一一・;・一の与 え る例 で あ る。

(a)6方 陣の最外枠 (b)6方 陣の最外枠 (c)10方 陣の最外枠

図4.30.　 ジンジ ャーニーの枠 囲い法による偶奇方陣の最外枠

4・6.　2・1・2.偶 々方 陣(m=4k,　 k≧2)

1)最 初 の6数 を 次 の よ うに最 外 枠 に置 く。 た だ し こ こで も向 か い合 う桝 目 の一 方

　 は空 で あ る よ うにす る。

　 1:最 後 の行 で角 以 外 に,

　 2:第 一 対 角 線[と 第 一列 の 交 点1(即 ち 右上 角)に,

　 3:第 二 対 角線 に,即 ち第 一 行 の 最後 の桝 目 に,

　 4:最 後 の 行 で 角以 外 に,

　 5:3の 後 の ど こか に(即 ち最後 の列 で 角 以 外 に),

　 6:第[一]列 で2の 後 の ど こか に。

2)上 で数 を置 いた 桝 目 と向 か い合 う桝 目に,両 者 の和 がm2十1と な る よ う に数

　 を 置 く。

3)　 最 外 枠 の各 辺 に は未 だ4k-4=・4(k-1)個 の 空 の 桝 目 があ る。 それ ら を 上 記

　 4.6.2.　1.　1節 の5),6)の 手順 に 従 って(た だ し7か らの数 で)埋 め る。

図4,31はm-8(k=2)の 場 合 に対 して ジ ン ジ ャー ニ ーが 与 え る例 で あ る。
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図4・31.　ジ ンジャーニーの枠囲い法 によ る偶 々(こ こでは8)方 陣の最外枠

　 4・6・2・2・奇方 陣(m=2k十1)の 場 合

　 枠 囲 い法 に よ り,下 位 の奇 方 陣(m=2k-1)に 帰 す。 従 って 最 終 的 に は3方 陣 に

至 る。 ジ ンジ ャ ーニ ーの 用 い る3方 陣 は 図4.10eの パ タ ー ンで あ る。

　 1)　 最 初 の 数 を第 一列 中央 に 置 き,後 続 の数 を[第 二 】対 角 線 に隣 接 す る 桝 目 ま で

　 　 連 続 して 置 く。

　 2)後 続 の 数 を,第 一対 角 線 の一 番 下 の桝 目か ら始 め て 最 後 の行 の 中央 に 隣接 す る

　 　桝 目ま で連 続 して 置 く。

　 3)　 次 の数 を,第 一 行 の 中央 に置 く。

　 4)後 続 の 数 を,最 後 の列 の 中央 に隣 接 す る桝 目か ら始 め て[第 二1対 角 線 ま で 連

　 　続 して 置 く。

　5)　 後 続 の数 を,第 一 行 の 中央 に隣 接 す る桝 目か ら始 め て[第 一]対 角 線 直 前 の桝

　 　 目ま で 連続 して置 く。

　6)　 最 外 枠 の残 りの 桝 目を,向 か い 合 う桝 目の和 がm2十1に な る よ う に,埋 め る。

　 　 た だ し角 の桝 目 は対 角線 的 に向 か い 合 う もの とす る。

　7)　 以 上 で,最 外枠 が完 成 す る。

8)以 上 を繰 り返 して3方 陣 に至 る。3方 陣 は 図4.10eの パ タ ー ンに従 って数 列 の

　 　 中央 の9数 で 作 る。

　図4.32は ジ ンジ ャ ーニ ーが 例示 す る7方 陣 で あ る。

図4.32.ジ ンジ ャーニ ー の枠 囲い 法 に よ る7方 陣
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4.　6.3.シ ュ テ ィ フ ェ ル の 方 法

　 シ ュテ ィフ ェル も ジ ン ジ ャーニ ー と同 じよ うに,数 列 の数 が外 側 か ら 内 側 へ 向 か

い,再 び 外側 へ戻 って ゆ くよ うな 方 法 で 数 を 配 列 す る。 た だ し手順 の細部 は異 な る。

[HoFMANN　 I968a:13-16]参 照 。

　4.　6.　3.1.偶 方 陣 の場 合

　 シ ュテ ィフ ェル の規 則 もや は り偶 々方 陣 の 枠 と偶奇 方 陣 の 枠 とで 細 部 が少 し異 な る。

彼 の 与 え る図4.33aで,各 数 字 は 出来 上 が った 方 陣 を 構 成 す る数 字 で は な く,そ れ ぞ

れ の枠 で 数 字 を 置 く桝 目 の順 序 を 小 さ い ほ うか ら示 す。 図4.33bに 示 した 核 とな る4

方 陣 は,デ ュー ラ ーの銅 版画Melencolia　 I(A.D.1514)で 有 名 な4方 陣 の 第二 行 と

第三 行 を 入れ 替 えた もの とな って い る。

(a)各 枠で数を置 く順序 (b)核4方 陣

図4.33.　 シュ テ ィ フ ェル の枠 囲 い 法 に よ る偶 方 陣

4・6.3。1.　1.偶 奇 方 陣(m-4k十2)

図4.33a参 照 。 また 図4.34は シ ュテ ィ フ ェル が 与 え る6方 陣 の例 で あ る。

1)　 右 下 角 に最 初 の数(1)を,右 上 角 に次 の 数(2)を 置 く。

2)第 三 の数(3)以 下,4k-2個 の 数 を2つ ず つ ペ ア に し,左 上 角 の 下 の桝 目か ら

　始 め て,左 ・右 ・左 ・右 と ジ グザ グ状 に 置 く。

3)次 の数(4k十1)を,最 後 に置 いた 数 の 下 の桝 目 に 置 く。 そ の桝 目は 常 に左 下

　角 か ら(そ れ も含 め て)上 に3番 目で あ る。
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4)　 次 の 数(4k十2)以 下,4k　 一一1個 の 数 を2つ ず つ ペ ア に し,左 下 角 の 右 の 桝 目

　 か ら始 めて,下 ・上 ・下 ・上 と ジグザ グ状 に 置 く。 た だ し最 初 の数(4k十2)だ

　 け は1つ だ け独 立 に 置 く。

5)　 次 の 数(8k十1)を 右 下 角 の 上 の桝 目 に,更 に次 の数(8k十2)を 右 下 角 の 左 の

　 桝 目 に置 く。以 上 で 最外 枠 の 半 分(8k十2個)の 桝 目 が満 た され る。

6)　 最外 枠 の残 りの桝 目は,向 か い合 う桝 目の和 がm2十1と な るよ うに数 を 置 く。

　 た だ し舶 の桝 目は対 角 線 的 に向 か い合 う もの とす る。

図4.34.　 シ ュテ ィ フ ェル の枠 囲い 法 に よ る6方 陣

4.6.　3.1.2.偶 々方 陣(m=4k,k>1)

図4.33a参 照 。 ま た 図4.35は シュ テ ィ フ ェル が与 え る16方 陣 の例 で あ る。

1)　 右 下 角 に最 初 の数(1)を,右 上 角 に第二 の数(2)を 置 く。

2)　 第 三 の数(3)以 下 の2k-2個 の数 は2つ ず つ ペ ア に し,左 上 角 の 下 の桝 目か

　 ら始 め て,左 ・右 ・左 ・右 とジ グザ グ 状 に 置 く。 た だ し,終 わ りは常 に左 側 中央

　 二 桝 の上 の 桝 目で な け れ ば な らな い。 従 ってkが 奇 数 の と きは,最 後 の ペ アを

　 壊 し,最 後 の数(2k)を 左 側 に 置 く。

3)　 次 の数(2k十1)以 下,4k-2個 の 数 を2つ ず つ ペ アに し,左 上 角 の右 の桝 目

　 か ら始 めて,上 ・下 ・上 ・下 とジ グザ グ状 に 置 く。 た だ し最 初(2k十1)と 最後

　 (6k-2)は1つ ず つ 独 立 に 置 く。 従 って常 に左 上 か ら始 めて 右 下 で 終 わ る。

4)　 次 の数(6k-1)以 下,2k個 の 数 を2つ ず つ ペ ア に し,左 側 中央 二 桝 の う ちの

　 上 の方 か ら始 めて,左 ・右 ・左 ・右 とジ グザ グ状 に置 ぐ。 た だ しkが 奇 数 の と き

　 は最 初 の ペ ア を壊 し,　 1つ ず つ 独 立 に置 く。 以 上 で,最 外 枠 の 半 分(8k-2個)

　 の桝 目が 満 た され る。

5)　 最 外 枠 の残 りの 桝 目 は,向 か い 合 う桝 目の和 がm2十1と な る よ う に数 を 置 く。

　 #だ し角 の桝 目 は,対 角 線 的 に向 か い合 う もの とす る。
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図4.35.　 シ ュテ ィフ ェル の 枠 囲 い法 によ る16方 陣

4・6.　3.2.奇 方 陣 の 場 合(m・=2k十1)

図4,36参 照 。 ま た 図4.37は シュ テ ィ フ ェル の 与 え る9方 陣 の例 で あ る。

1)左 下 角 の右 の桝 目 に最 初 の数(1)を 置 き,そ こか ら始 め て奇 数 番 目の数 を最 下

　 行 の 中央 の桝 目 まで 順 に置 く。

2)　 右 上角 の桝 目 に2番 目 の数(2)を 置 き,そ こか ら始 め て偶 数 番 目の数 を最 右 列

　 の 中央 桝 の 上 の桝 目 まで 置 く。

3)　 次 の数(2k十1)を 最 左 列 の 中央 に置 く。

4)　 次 の数(2k十2)以 下 の偶 数 を その 下 に順 に置 き,左 下 角 の 上 の 桝 目 に 至 る。

　 ま た,2k十3以 下 の 奇 数 を 最 上 行 の 中 央 桝 の 右 の桝 目 か ら順 に右 へ 置 く。.

5)　 次 の数(4k)を 左 上 角 に置 く。 以 上 で 最 外 枠 の 半 分(4k個)の 桝 目が 満 た さ れ

　 る。

6)　 最 外 枠 の 残 りの桝 目 は,向 か い 合 う桝 目の和 がm2十1と な る よ うに数 を 置 く。

　 ただ し角 の桝 目 は対 角 線 的 に 向 か い 合 う もの とす る。
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図4.36.　 シュティフェルの枠 囲い法

　　　　 によ る奇方陣の数配列順序

図4.37.　 シュテ ィフ ェルの枠囲い法

　 　 　 　 による9方 陣

4.7.任 意 の定和 を持つ 方 陣の作 成

　 自 然数1～m2を 用 いたm方 陣 の場 合,そ の定 和 は一 義 的 に,

　 　 　 　 P-m(m2+1)12,

で 与 え られ る が,第 一 章 「序」 の 冒 頭 で も述 べ た よ う に,歴 史 上 はむ しろ何 らか の 目

的 に合 わせ て方 陣 が 作 られ る こ と も多 く,そ の 場合 は まず 定 和 が与 え られ て お り,そ

れ に 合 わせ て数 列 を決 め る必 要 が あ った 。 その よ うな 任 意 の 定 和Pを 持 つm方 陣 の

作 成法 は イ ス ラム とイ ン ドで 研 究 され て い る。 こ こで は イ ス ラム の ア ル=ブ ーニ ー と

ア ッニジ ン ジ ャーニ ー,イ ン ドの ナ ー ラ ーヤ ナ と ラグ ナ ンダ ナ,そ れ に ドイ ツ の アダ

ム ・リース の場 合 を見 よ う。

4.・7.1.ア ル=ブ ー ニ ー の 方 法

　 ア ラ ビア誇 の ア ル フ ァベ ッ トは ギ リシ ャ語 や サ ンス ク リッ ト語 の場 合 と 同 じよ う に

数 表 記 の た め に も使 われ た。[IFRAH　 l　988:237-270]参 照 。 この シス テ ム(ア ブ ジ

ャ ド)を 用 い て人 の 名前 や神 の 名前 に使 わ れ るア ル フ ァベ ッ トに数 値 を対 応 させ,ま

た そ れ らの和 を そ の 名前 に対 応 させ て数 秘 術 的 意 味 を 持 たせ る こ とが あ っ た(い わ ゆ

るカ バ ラのゲ マ トリア に通 ず る)。 そ して その 数 値 を 定和 と して もつ 方 陣(特 に4方

陣)を 作 り護 符(タ リスマ ン)と した 。 そ こで 望 み の 定 和 を持 つ方 陣 の作 成 法 が 要 求

され る。 アル=ブ ー ニ ー は次 の よ うな 方 法 を与 え る。[BERGsTRAssER　 I923:231-

232]参 照 。

　4.7.1.1.等 差 数 列 を 既 知 のパ タ ー ンに並 べ る法

　 定 和Pのm方 陣 に用 い る 等 差 数 列 の 初 項 をa公 差 をdと す る と,m行(ま た は

列)の 和 は 数 列 の 総和 に等 しいか ら,
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　 　 　 　m・P={a十(m2-1)d12}・m2。

従 って,

　 　 　 　a={P/(m12)一(m2-1)d}12,

に よ って初 項aを 定 め る 。 図4.38aは アル=ブ ーニ ー が与 え る定 和150の5方 陣 で あ る。

こ こで はd=2に と り,a=6を 計 算 して,枠 囲 い法(6.1.2節)で 数 を配 列 して い る

[HERM肌INK　 l958:210]。 彼 は ま た 上式 でd=1と した と きの 同 値式,

　 　 　 　 a-{P-m(m2-1)!2}1m,

も与 え る。 この等 差数 列 を 用 い て 作 った方 陣 は,自 然 数1～m2を 用 い て 作 った 基

本 方 陣 の 各 数 に(a--1)を 加 え た もの にな る。 図4・38bcは アル=ブ ー ニ ー の 書 か ら

Ahrens[1922:162]が 採 録 して い る3方 陣 と4方 陣 の 例 で あ り定和 は い ず れ も66で

あ る。 この66は 他 な らぬ ア ラ ー の神(Allah=1十30十30十5=66)に 対 応 す る。 ま

た3方 陣 は いわ ゆ る ジャ ー ビル の3方 陣 のパ タ ー ンに従 い,4方 陣 は アル ニブ ーニ ー

が プ ラ トンに 帰 す イ ス ラ ム 世 界 で よ く知 られ た4方 陣 の パ タ ー ンに 従 っ て い る(図

4.39)。

(a)定 和150の5方 陣 (b)定 和66の3方 陣 (c)定 和66の4方 陣

図4.38.等 差数列 による方法

(a)ジ ャー ビル の3方 陣 (b)「 プ ラ トンの」4方 陣

図4.39.　 3方 陣 と4方 陣 の基 本 パ タ ー ン

　 4.・7.1.・2.基本4方 陣 の パ タ ー ンで数 列 の後 半 を変 更 す る方 法(4方 陣)

　 アル=ブ ー ニ ー の い う 「プ ラ トンの」4方 陣(図4.39b)の パ タ ー ンに従 い な が ら数

列 の 後 半 を,

　 　 　 　 a==(P12)-8,

か ら始 め る。 これ に よ って 定 和 はPと な る。 図4.40参 照 。
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図4.40.　 アル=ブ ー ニ ー の方 法

　 アル=ブ ー ニ ー の書 物 には この 他,ジ ン ジ ャー ニ ーが 教 え る よ うな 方 法 で 作 られ た

と見 られ る4方 陣 も多 くあ る。[AHRENs　 l922;ScHusTER　 l972]参 照 。 第5章,

L(4,80,1),(4,731,1),(4,998,1)参 照 。

　 4,7,2.ア ッ=ジ ン ジ ャー ニ ー の方 法

　 ジ ン ジ ャーニ ーは 次 の よ うな2通 りの場 合 に 分 け て幾 つ か の 方 法 を 与 え るが,す べ

て4方 陣 で あ り,基 本 とな るの は アル=ブ ユ ニ ー の 場 合 と 同 じ く 「プ ラ トンの⊥4方

陣 のパ タ ー ン(図4.　 39b)で あ る。[SEslANo　 l981:260-264]参 照 。

　 1)　 名前 が4文 字(対 応 す る数 値 をa,b,　 c,　dと す る)か らな る場 合,又 は2文 字

　 　 ず つ の ペ ア を幾 つ か 作 っ て4組 にで き る場 合;

　 2)　 それ 以 外 の 場 合 。

　 4.7.2.1.　 第 一 の 場 合

　 名前 を表 す 文 字 を4方 陣 の な か に読 み込 む。 即 ち4個 の数 値 を4方 陣 の第 一 列 に 右

か ら順 に置 く。 そ して 図4.41の パ タ ー ンで そ れ らよ り1ず つ 大 き い数,ま た は1ず っ

小 さ い数 を順 に置 いて ゆ く。 定 和 は も ちろ ん,P=a十b十c十d,で あ る。 図4,42は ジ

ン ジ ャー ニ ー が示 す もの で,Ja`far(j`fr　 =3,70,80,200)と い う名前 に 対 応 す る方 陣

で あ る。

図4.41.　 4方 陣 の パ タ ー ン(a) 図4.42.Ja`farの 例:定 和353

　 ま たaが 大 きい 場合,図4.43の よ うな,ち ょ うど 上 と逆 のパ タ ー ンに よ っ て作 る こ

と も 出来 る。 図4.44は ジ ン ジ ャー ニ ーがtghrl(=9,1000,200,30)と い う名 前 に対 す
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る方 陣 と して与 え る もの で あ る。・

図4.43.　 4方 陣 の パ タ ー ン(b)

(a)パ タ ー ン(a)に よ る (b)パ ター ン(b)に よ る

図4.44.tghrlに 対 す る方 陣:定 和1239

　 場 合 に よ って はAbmad(=1,8,40,4)の よ う に,上 の 規 則 で方 陣 を作 る と数 字 が

重 複 して しま う こ と もあ る・ そ の と きは試 行錯 誤 に よ り工 夫 し㌍ けれ ばな らな か った。

ジ ン ジ ャーニ ー は この 名 前 に対 す る方 陣 と して 図4.45を 掲 げ る。

図4.45.Ahmadに 対 す る方 陣:定 和53

　 この 最 後 の 例 を 除 け ば,こ こで 用 い られ た4方 陣 のパ タ ー ンは前 述 の よ うに い ず れ

も イス ラ ム世 界 で よ く知 られ た汎 対角 線4方 陣(図4.39b)を 基 本 と して お り,そ の

数 列 を4数 ず つ の4部 分 に 分 け て,

　 　　 　 {1,2,3,4;　 ら,6,7,8;　9,10,11,12;　 13,14,15,16}

と し,そ れ ぞれ を 異 な る等 差 数 列 で 置 き換 え て い る こ とが分 か る。 この 方 法 は ナ ー ラ

ー ヤ ナ に よ って
,よ り一 般 的 な 形 で 述 べ ら4る(4・7・3・2節 参 照)。

4.7.2.　2.第 二 の 場 合

名 前 を4個 の数 値 と して方 陣 の第 一 行 に置 けな い と きは,名 前 を 表 す和Pを 定 和 と

して もつ4方 陣 を 図4.46aま た は 図4,46bの パ タ ー ンで 作 る 。図4・　47abは ジ ン ジ ャ ー
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ニ ー の 与 え る`Ali==(-70+30+10　 ・=　110)の 例 で あ る 。 あ る い は,　 P=a十b,と 分 解

して,図4・46cの パ タ ー ン に 従 っ て 作 っ て も よ い 。 こ こ で も ち ろ ん,　 a,　bは 交 換 可 能

で あ る 。 ジ ン ジ ャ ー ニ ー は 同 じ 名 前`Aliの 持 つ 数 値 をP-・ 　110・ 一　50+60,と 分 解 して

図4.　47cdの 方 陣 を 例 示 す る 。

(a)パ タ ー ン(C) (b)パ ター ン(d) (C)パ タ ー ン(e)

図4.46.　 4方 陣の パ タ ー ン

(a)パ ター ン(c)に よ る (b)パ ター ン(d)に よ る

(c)パ タ ー ン(e)に よ る (d)パ タ ー ン(e)に よ る

図4.47.`Aliに 対 す る4方 陣:定 和110

　 い うまで もな くこ こで 用 い られ たパ タ ー ンも ま た前 と同 じ4方 陣(図4.　39b)に 依 存

して い る。

　 4.7.3.ナ ー ラ ー ヤ ナの 方 法

　 ナ ー ラ ーヤ ナ は 次 の4つ の方 法 を教 え る。 上 で 見 た よ う に,最 初 の3つ は既 に イス

ラ ム世 界 で もあ る程 度 は知 られ て い た方法 で あ る。 ナ ー ラー ヤ ナ はそ れ を よ り一 般 的

な 形 で述 べ る。 こ れ に対 し第 四 の 「重 ね 合 わせ 法」 は イ ン ド独 自の もの と考 え られ る。

[林　 1986]参 照 。

　 1)整 数 の等 差 数 列 の数 を既 知 のm方 陣 のパ タ ー ンに並 べ て作 る。

　2)項 数mの 等 差数 列m個 を既 知 のm方 陣 のパ タ ー ンに並 べ て作 る。

　3)既 知 のm方 陣 の 各 数 に一定 の数 を加 減 して 作 る。

　4)　 2つ の 補 助 陣 を 重 ね 合 わ せ て 作 る(重 ね 合 わ せ 法)。
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　 4.　7.　3.　1.整 数 の等 差 数 列 を用 い る法

　 初 項a公 差dの 等 差 数 列 で 定 和Pのm方 陣 を作 った とす る と,m行(ま た は列)

の和 と数 列 の総 和 が 等 しいか ら,

　 　 　 　 m・p={a十(m2-1)d!2}・m2,

書 き換 え る と,

　 　 　 　 m2・a=-m2(m2-1)d12十mp.

従 って,一 次 の 不定 方 程 式,

　 　 　 　 　 　-m2(m2-1)x12+mP　 -m(m2-1)x/2+P　 　 　 　y=　 　　　 　
m2　 　　 　　 =　 　　 　　m　 　 　　　・

の 整 数 解 を(y,x)=(a,　 d)と す れ ば よ い(イ ン ドで は一 次 不 定 方 程 式 は5世 紀 末 の ア

ール ヤ バ タ に よ って解 か れ て い る)
。 ナ ー ラ ーヤ ナ は負 数 も許 す。 しか し場 合 に よ っ

て は負 数 を避 け,却 って 正 の分 数 を選 ぶ 場 合 も あ る。[林 　 1986:xi]参 照 。

　 図4.48は 定 和40の4方 陣で あ る。P-40,　 m-4だ か ら,

　 　 　 　 　 　-15x十20　 　 　 　y =　 　 　2　 　 ・

これ を 解 く と,(y,x)==一15t十10,2t)だ か ら,　t=1と 置 いて,(y,　 x)=(a,　 d)=

(-5,2)が 得 られ る。 こ こで 用 い られ て い るパ タ ー ンは ナ ー ラー ヤ ナ 自身 が チ ャ トラ

ンガ の 馬 の動 きを基 本 と して作 り方 を教 え た4方 陣(図4 .5a)で あ る。

図4.48.定 和40の4方 陣(既 知 の4方 陣 のパ タ ー ン)

　 図4・49は 定 和400の8方 陣 の例 で あ る。P　 ・400,　m=8だ か ら上 と同 様,等 差数 列

の初 項 と公 差 は,

　 　 　 　 　　 -63x-十 一100　 　 　 　 y =-　 　 2　 　　 ・

の解 と して得 られ る・ しか しこ の一 般 解 は(y,x)=(50-63t,2t)で あ り,正 の整 数

解 は存 在 しな い。 そ こで ナ ー ラー ヤ ナ は(y,x)=(3712,1)と して,既 知 の4方 陣 の

パ タ ー ンに よ っ て8方 陣 を作 る(4.4.2.3節 参 照) 。
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図4.49.定 和400の8方 陣(既 知 の4方 陣 のパ タ ー シ)

　4.7.3.　2.m個 の 整 数等 差数 列 を 用 い る法

　方 陣 に 用 い るべ き項 数n(=m2)の 数 列 を{a1,　 a2,　a3,…,a。}と す る。 ナ ー ラ ーヤ

ナ は これ を 初 め か らm項 ず つ のm部 分 に区 切 り,そ れ ぞ れ の 部 分 を 「足 」carapa

と呼 ぶ。 そ して 各 足 ご と に別 々 に等 差 数列 を定 め る。 た だ し公 差 は す べ て等 しい(d)

とす る。 各 足 の 初 項 をAk(=a(k_1)m+1)と す る と,

　 　A1,　A1十d,　 A1十2d,…,A1十(m-1)d;

　 　A2,　A2十d,　 A2十2d,…,A2十(m-1)d;

Ak,　 Ak十d,　 Ak十2d,…,　 Ak十(m-1)d;

　 　Am,　 Am十d,　 Am十2d,…,　 Am十(m-1)d.

従 って 問 題 は各 足 の初 項Ak(k・=1,2,…,　 m)を 求 め る・こ と に帰 着 す る。 ナ ー ラ ーヤ

ナは そ の た め に2通 りの方 法 を与 え る。[林 　 1986:xvi]参 照 。

4,7.3.2,1.方 法1

1)　 2つ の 整 数b,dを 適 当 に選 ぶ 。　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 、

2)bを 初 項 と しmdを 公 差 と す る項 数mの 等 差 数 列{bk}を 作 る。

　 　 　 b,=b十(k-1)md　 (k=1,2,…,　 m).

　 これ は 「主 数 列 」mukhapahktiと 呼 ばれ る。

3)　 次 のpo,　 P'を 計 算 す る。　poは 「主 果 」mukhaphala,　 P'は 「付 加 果 」kSepa-

　 phalaと 呼 ばれ る。(ナ ー ラー ヤ ナは 定 和 を 単 に 「果」phalaと 呼 ぶ 。)
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　 　　 　 P・一 号 ・{b+(m-1)d+b・},P'-P-P・ ・

　 4)　 次 の 一 次 不 定 方 程 式 の 整 数解 を(y,x)=(c,　 e)と す る。 た だ しS(m-1)は1

　 　 か らm-1ま で の 自然 数 列 の和 で あ る。

　 　　 　 　 　 -S(m-1)・x+P'　 　　 　 y =　 　　　 　　　　　　・
　 　　 　 　 　 　　 　 　m

　 5)cを 初 項 と し,eを 公 差 と す る 項 数mの 等 差 数 列{Ck}を 作 る 。

　 　 　 　 Ck-c+(k-1)c(k-1,2,…,m).

　 6)　 得 られ た2数 列,{bk}ど{Ck}の 対 応 す る 項 の 和 を 取 る 。

　 　 　 　 Ak=bk十Ck(k=1,2,…,　 m).

　 7)A,を 各 足 の 初 項 と し,公 差 は ど の 足 で もdと して,既 知 の パ タ ー ン に よ り方

　 　 陣 を 作 る 。 即 ち,

　 　 　 　 ai==Ak十{i-(k-1)m-1}d,

　 　 た だ し,各k(=1,2,…,m)に 対 し,(k-1)m十1≦i≦km,で あ る 。

　 図4.50は 定 和64の4方 陣 で あ る 。b=d=1と 仮 定 す れ ば,

　 　 　 　 {bk}={1,5,9,13},　 Po=34,　 P'=30,

で あ る 。 ま た 一 次 不 定 方 程 式,

　 　 　 　 y=(-6x十30)/4=(-3x十15)12,

を 解 く と,(y,x)=(-3t十6,2t十1)で あ る 。こ こ で,　 t=0と 置 け ば,(y,x)=(6,e)

==(6,1)で あ る 。 従 っ て,

　 　 　 　 {Ck}={6,7,8,9},

　 　 　 　 {Ak}={7,12,17,22},

　 　 　 　 {a1}=:{7,8,9,10;12,13,14,15;17,18,19,20;22,23,24,25}

こ の 数 列 を 既 知 の4方 陣 の パ タ ー ン(図4.5a)に 従 っ て 配 列 す れ ば 図4.50の4方 陣 が

得 られ る 。

図4.50.定 和64の4方 陣(既 知 の4方 陣 のパ タ ー ン)

図4,51は 定 和90の5方 陣 で あ る 。b=d=1と 仮 定 す る と,

　 　 　 {b,}=={1,6,ll,16,21},　 Po=65,　 P'=25,
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で あ る。 ま た,

　　　　 y--1° 葦+25--2x+5,

を 解 く と,(y,x)=(-2t十5,　 t)で あ る 。　t=1と 置 い て,(y,　 x)=(c,　 e)=(3,1)を

得 る 。 従 っ て,

　 　 　 　 {Ck}=={3,4,5,6,7},

　 　 　 　 {Ak}={4,10,16,22,28},

　 　 　 　 {ai}={4,5,6,7,8;10,11,12,13,14;16,17,18,19,20;22,23,24,25,26;28,29,

　 　 　 　 　 　 　 30,31,32}.

こ の 数 列 を 図4.10eの パ タ ー ン に 従 っ て 斜 行 法 で 配 列 す れ ば 図4.　51が 得 ら れ る(4.3・

1.2.2節 参 照)。 ナ ー ラ ー ヤ ナ は7方 陣 の 例(図4.11)も 掲 げ る 。

図4.51.定 和90の5方 陣(斜 行法 〕

　 この方 法 でm個 の等 差 数 列 を 求 め て配 列 して も完 全 な方 陣 にな らな い こ とが あ る。

例 え ば ナ ー ラ ー ヤ ナが ジグザ グ法(4.・5.2節 参照)で 求 め られ る とす る定 和132の6方

陣(図4.52b)が そ うで あ る。 彼 は 上 と同様,　b=・d==1と 仮 定 して,

　 　 　 　 {bk}=={1,7,13,19,25,31},　 Po=111,　 P'=21,

を求 め,一 次 不 定方 程 式,

　 　 　 　y=(一 一5x十7)12,

を解 い て,(y,x)=(-5t十1,2t十1)を 得,　t=0と 置 い て(y,　 x)=(c,　 e)=(1,1)を

得 る。 従 って,

　 　 　 　 {Ck}={1,2,3,4,5,6},

　 　 　 　 {Ak}={2,9,16,23,30,37}.

これか ら 得 られ る数 列{ai}を,ジ グザ グ法 で 得 られ た6方 陣 の パ タ ー ン(図4.52a)

に従 っ て配 列 す れ ば図4.52bが 得 られ る。 しか しこの 図 の 第 三 行 の和 は131,第 四行

の和 は133で あ り,方 陣 と して は 不完 全 で あ る(16を15に,28を29に 変 え れ ば方 陣 に

な る とい う助 言 を 阿 部楽 方 氏 か ら頂 い た)。
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(a)基 本6方 陣(定 和111) (b)不 完全6方 陣(定 和132)

図4.52.定 和132の 不完全6方 陣(ジ グザ グ法)

4.7.3.2.2.方 法II

mが 偶 数 の と きの み適 用 さ れ る。

1)　 =方 法1の ステ ップ1)～3)。

2)P'をmで 割 った と きの余 りが ゼ ロま た はm12の と きの み この方 法 は 有 効 で

　 あ る。

3)　 整 数uを,o≦u≦P'1mと な る よ う に と り,項 数mの 数 列{Ck}を 次 の よ うに

　 定 め る。

u (前半のm/2項)
Ck==

(2P'/m)-u　 (後 半 のm/2項)

　 4)一 方 法1の ス テ ップ6)～7)。

　 図4.53は 定 和40の4方 陣 で あ る。b=d=1と 仮 定 す る と前 と 同 様,

　 　 　 　 {bk}ニ{1,5,9,13},　 Po=34・,　 P'=6.

こ こで 割 り算,P'÷m　 ・6÷4は 余 り2を 持 つ か ら こ の 方 法 が 有 効 で あ る 。2P'1m=3

だ か ら,例 え ばu=0と す れ ば,

　 　 　 　 {Ck}={0,0,3,3},

　 　 　 　 {A,}={1,5,12,16},

　 　 　 　 {ai}={1,2,3,4;5,6,7,8;12,13,14,15;16,17,18,19}.

こ の 数 列 を 既 知 の4方 陣 の パ タ ー ン(図4.5a)に 従 っ て 配 列 す れ ば 図4.53aが 得 られ

る 。 ナ ー ラ ー ヤ ナ はu=1の 場 合 の4方 陣 も 掲 げ る(図4.53b)。

(a)u・=0 (b)u=1

図4,53.定 和40の4方 陣(既 知 の4方 陣 のパ タ ー ン)
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　4.7.3.　3.定 数 加 減 法

　 定 和P'のm方 陣 の 各 数 に,(P-P')!mを 加 え て や れ ば,結 果 は 定 和Pのm方

陣 と な る。[林 　 1986:xvii]参 照 。 図4.54は 定 和100の4方 陣で あ る。 これ は定 和34

の4方 陣(図4.5a)の 各 数 に,(100-34)/4-33/2を 加 え た もので あ る。 ま た定 和64

の4方 陣(図4。55a)を 元 に して その 各 数 に,(100-64)/4・ 一　9を 加 え れ ば,図4.　 55b

の4方 陣(定 和100)が 得 られ る。 図4.　55aの4方 陣 自体 は4.7.・3.1節 の方 法 で 得 られ

た も ので あ る。

図4.54.定 和100の4方 陣(定 和34の4方 陣か ら)

(a)定 和64の4方 陣 (b)定 和100の4方 陣

図4.55.定 和100の4方 陣(定 和64の4方 陣か ら)

　4.7.　3.4.重 ね 合 わ せ 法

　 偶 々方 陣 と奇方 陣 の場 合 に 用 い られ るが,こ の 方 法 につ いて は 既 に述 べ た。 前 者 に

つ い て は4.・4.　3節,後 者 につ いて は4.3.2節 参 照 。

4・・7・・4・ ラ グ ナ ンダ ナ の 方 法

　 ラ グナ ンダ ナ は慣 習 法 を 中心 テ ー マ とす る百 科 事 典 的 な 書Smrtitattva(1500頃)の

中で,任 意 の 定 和Pを 持 つ4方 陣 の作 り方 を 次 の よ う に述 べ る。[GRIERsoN・1881:

89]参 照 。

　 縦横五本ずつの線を引き,十 六の格子(pada)を 得,最 初[の 格子]に 一を,七 番目に三を,

九番 目に七を,ま た十五番 目に五を与え るが良 い。[同様 に]二 番 目に八を,八 番 目に六を,

十番 目に二を,十 六番 目に四を[与 えるが良い]。[残 りの格子 は]斜 めに三番 目で,一 な ど

[の既 に置いた数を加え ること]に より,望 みの数字(P)の 半分に等 しいと知 るが良 い。その

とき,四 つの桝 目(koStha)は すべて三十二等[の 望みの定和]に なるだろ う。(Smrtitattva,

Jyotistattvaprakarapa,GarbhEdh互na)
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　 即 ち,P12=b,と す る と き,図4.　 56aの パ タ ー ンで 数 を 置 け ば,定 和Pの4方 陣 が

得 られ る。 図4・56bは 定 和32(b=16)の 場 合 で あ る。 この 方 法 の元 にな って い るの

は図4.56cに 示 した 汎 対 角 線4方 陣 の パ タ ー ンで あ る 。

1　 　　8　 　b-7b-2

(a)4方 陣 のパ ター ン (b)定 和32 (c)基 本4方 陣

図4.56.　 ラグ ナ ンダ ナ の方 法

　 と の方 法 は,基 本4方 陣 も手 順 の 細 部 も異 な る が,基 本 的 に は ア ル=ブ ー ニ ー の方

法 と 同 じで あ る。4.・7.　1.2節 参 照 。 また これ と同 じ方 法(た だ し基 本4方 陣 は異 な る)

で作 られ た と見 られ る定 和32の4方 陣 が シ ュバ ス ンダ ラSubhasundara(年 代 不 明)

のYugadidevastotraに 対 す る サ ンス ク リ ッ ト註 に あ る。[KAPADIA　 l　934:151]

参照 。 な お,ラ グ ナ ンダ ナ は この 方 法 を4方 陣 の 呪 術 的使 用 の た め に与 え る。 表4.2

参照 。

　 この方 法 は定 和 が奇 数 の場 合,分 数 を生 じて しま う。 そ れ を避 け る方 法 を,イ ン ド

の 魔術 書Kak§aputa(2世 紀 の 仏 教 哲 学 者 ナ ーガ ール ジ ュナ に帰 され る が疑 わ しい)

が 与 え て い る。 図4.　57aで,　 a=(P十1)12,　 b=(P-1)12,で あ る。 図4・57bはP=37

の 場 合 で あ り,図4,57cは 元 にな って い る基 本4方 陣 で あ る。[GooNETILIEKE　 1882]

参 照 。

表4.2.様 々な定和の4方 陣の用途

定和(P)　 用　途

　20　 　　 解毒のため

　28　 　 　 稲(穀 物)を 害虫か ら守るため

　32　 　　 お産の促進のため

　34　 　　 旅の安全のため

　50　 　 　 悪霊を払 うため

　64　 　 　 戦場での無事のため

　72　 　 　 子宝 に恵まれない女性のため

　84　 　　 泣 く子を宥 めるため

100　 　　 子供を亡 くした女性のfcめ

683



国立民族学博物館研究報告　 13巻3号

b-3　 　1　 　a-6　 　8

a-7　 　9　 b-4　 　2

6a-83b-1

4　 　b-2　 　7　 　a-9

(a)4方 陣 のパ ター ン (b)定 和37 (c)基 本4方 陣

図4.57・Kaksaputaの 方 法(定 和Pが 奇数 の と き)

4,　7。5.ア ダ ム ・ リ ー ス の 方 法

　 リー ス は任 意 の 定 和Pを 持 つ3方 陣 の作 り方 を与 え る。 彼 は,数 列 の 中 項 を5P!l5

=P13と して,他 の 数 は そ れ か ら1ず つ 減 加 す る。 即 ち これ は 定和15の 基 本 方 陣 の各

数 に一 定 数,(P-15)13,を 加 え た の と 同 じ事 で あ る。 リース はP=7,15,24の 場 合

を例 示 す る。 特 に,P・7の 場合 は 分数 と負 数 が現 れ る。4.　7.　3.3節 参 照 。

5.方 陣 リ ス　ト

5.0.フ ォ ー マ ッ ト

　 こ こで は 下 の フ ォ ーマ ッ トに従 って,16世 紀 以 前 に知 られ て いた方 陣 を作 成 者 ・作

成 法 等 と共 に リス トア ップ す る。 作 成 法 ・用途 は,も ち ろん 知 られ て い る場 合 に限 る

が,推 定 に よ る場 合 は 〈 〉で 示 す 。 原 則 と して,典 拠 と した二 次 資 料 も示 す が,第

3章 の 情 報 か ら容 易 にそ の 箇所 が 特定 で きる場 合 に は省 略 す る。順 序 は,次 数 ・定 和

・方 陣 の 第一 行 第一 列 ・第一 行 第二 列 … …第 二 行 第一 列 ・等 々の辞 書 式 順 序 で,小 さ

い方 か らとす る。 各 項 目の 見 出 し(m,P,　 a)で,　 mは 方 陣 の 次 数,　 Pは 定 和,　 aは

同一 次 数 ・同一 定 和 内で の 通 し番 号 で あ る。 こ の リス ト(L)の 各 方 陣 へ の 言 及 は,

L(m,P,　 a)で 行 う。

フ オ ー マ ッ ト:

(m,P,　 a)

方　　陣

作成(使 用 ・言及)者:作 成法,用 途,典 拠

　 　 (複数の場合は年代順)

注記 ・参照箇所等
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5.1.　 3　 方 　 陣

(3,7,1)　 : リー ス:L(3,15,7)の パ タ ー ン,　 [FoLKu1　 R　rs　 1981:335]。

4.7.　 5節 参 照 。

(3,15,1)

(3,15,2)　 :

イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァ ー:[HERMELINK　 l958:204];ブ ー ニ ー:

枠 囲 い 法 の 核,[CAku・DE・VAux　 1　9・18:209];ナ ー ラ ー ヤ ナ:斜 行

法,[林 　 1986:xxvii]　 0

4.3.1.2、2;4.6.1.2節 参 照 。

ナ ー ラー ヤ ナ:斜 行 法,[林 　 1986:xxvii];ピ カ ト リクス+パ チ オ リ

+パ ラケル ス ス:土 星 方 陣,[FoLKERTs　 1981:316-326]。

4.3.1.2.2節 参照 。

(3,15,3) 簾 中抄 十二 中歴:〈L(3,15,2)の パ タ ー ン〉。

4.7.3.2節 参照 。

(3,15,4)

(3,15,5)

イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァー:お 産 の 護 符,[HERmui　 LINK　 I　958:2041;

ジ ン ジ ャ ー ニ ー:枠 囲 い 法 の 核,[SEslANo　 l　981:253];ナ ー ラ ー

ヤ ナ:斜 行 法,[林 　 1986:xxviil。

4.3.1.2.2;4.6.2.　 2節 参 照 。

甑鷺:九 宮;タ バ リー:お 産 の護 符;ジ ャー ビル:同 前;陳 搏:河

図;イ フワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァー:チ ャ ト ラ ン ガ 法,[HERMELINK

1958:205-206];ガ ザ ー リー:お 産 の 護符1イ ブ ン・エ ズ ラ[HERME・

LINK　 1958;316];ブ ーニ ー:[AHRENs　 1922:160];丁 易東:洛 書,

陰 陽 変 易法;楊 輝:河 図,陰 陽 変 易法;モ ス コ プ ロス:斜 行 法;ペ

ー ルー:斜 行 法;ナ ー ラー ヤ ナ:斜 行 法,[林 　 1986:xxviil;フ ラ

ンク フル ト写 本:雛 段 式斜 行 法3ア グ リ ッパ:土 星 方 陣,[FOLKERTS

1981:323-326];カ ルダ ー ノ:月 方 陣,[FoLKERTs　 l981:　32・F326];

シュ テ ィ フ ェル:枠 囲 い 法 の核,[HoFMANN　 l968a:13];リ ー ス:

斜 行 法,[FOLKERTs　 l981:336];程 大位:陰 陽 変 易法;パ リ写 本 。

4.1.1;4.1.2;4.・3.・1;4.6.3.2節 参 照 。

(3,15,6) ガ ルガ(?):太 陽 方 陣;ナ ー ラー ヤ ナ:斜 行 法,[林 　 1986:xxvii]。

4.3.1.2.2節 参 照 。
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(3,15,7) 戴 徳;ナ ー ラ ー ヤ ナ:斜 行 法,「 林 　 1986:xxvii];リ ー ス:S字 法,

[FoLKERTs　 l981:335]0

4.・1.3;4.3.1.2.2節 参 照 。

(3,15,8)

(3,15,9)

簾 中抄;二 中歴;モ ス コプ ロ ス:桂 馬 跳 び 斜 行 法;ナ ー ラー ヤナ:

斜 行 法,[林 　 1986:xxvii]。

4.3.1.2.2;4.3.1.3節 参照 。

チ ャ ク ラパ ー 二;ナ ー ラ ー ヤ ナ:斜 行 法,r林 　 1986:xxvii];宗 承 。

4.3.・1.2.2節 参 照 。

(3,18,1) ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,月 方 陣 。

(3,21,1) ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,火 星 方 陣 。

(3,24,1) ナ ー ラ ー ヤ ナ:斜 行 法,[林1986:xxvii]。

4.3・1・2・2;4.7.3.2.1節 参 照 。

(3,24,2) ナ ー ラー ヤナ:重 ね 合 わ せ法,[林1986:xxv]。

4.3.2節 参 照 。

(3,24,3) ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,水 星 方 陣 。

(3,24,4) リー ス:L(3,15,　 7)の パ タ ー ン,[FoLKERTs　 1981:3351。

4.7.5節 参 照 。

(3,24,5) ナ ー ラー ヤナ:重 ね 合 わ せ法,[林 　 1986:xxvi]。

4.・3.・2節参照 。

(3,27,1) ガル ガ(?):L(3,　 15,6)の パ ター ン,木 星 方 陣 。

686



林　 方陣の歴史

(3,30,1): ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,金 星方 陣。

(3,30,2)　 : ヴ リ ンダ:お 産 の護 符;チ ャク ラパ ー 二:L(3,15,9)の パ タ ー ン,

お産 の 護符;ヴ ァ ンガ セ ー ナ:お 産 の護 符 。

(3,33,1)　 : ガル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ンJ土 星 方 陣 。

(3,36,1)　 : ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,ラ ー フ方 陣。

(3,39,1)　 : ガ ル ガ(?):L(3,15,6)の パ タ ー ン,ケ ー トゥ方 陣 。

(3,66,1)　 : ブ ー ニ ー:〈L(3,15,5)の パ タ ー ン〉,Allah　 -1+30十30+5==66,の

方 陣,[AHRENS　 1922:162]。

4・・7・・1.1節 参 照 。

(3,90,1)　 : ブ ー ニ ー:〈1・(3,15,6)の パ タ ー ン〉,[AHRENS

4.7.3.2節 参 照 。

1922:162]o

(3,111,1): ブ ー ニ ー:〈L(3,15,5)の パ タ ー ン〉,Kafi=20+1+80+10　 ・111,

の 方 陣(?),[AHRENs　 1922:160]。

4.7.1.1節 参 照 。

(3,150,1): ブ ー ニ ー:〈L(3,15,5)の パ タ ー ン〉,`Alim=70,50,30,の 方 陣,

[ScHusTER　 　l972:58]0

4.7.1.1節 参 照 。

(3,192,1): ブ ー ニ ー:〈L(3,15,4)の パ タ ー ン〉,[AHRENs　 l922:160]。

4。7.3.2節 参 照 。

(3,225,1): ナ ー ラ ー ヤ ナ:〈L(3,15,4)の パ タ ー ン〉,放 射 状 陣 に 使 用,「 林

1986:xxxi]0

4.7.3.1節 参 照 。
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(3,786,1):: ブ ー ニ ー:〈L(3,15,7)の パ タ ー ン〉,basmalaの 方 陣(bismi'

115hi=168,,1-rabmani=329,,1-rahimi=289),[ScHusTER　 1972:

58]。

4.7.3.2節 参 照 。

5.2.4方 陣

ナ ー ラー ヤ ナ は 回転 と裏 返 しで 重 な る もの も別 々 に数 え て汎 対 角 線4方 陣 の個 数 を

384個 と正 し く与 え る(た だ し彼 の書 に 「汎 対 角 線 」 に相 当 す る語 は な い)。 従 って 少

な くと も原 理 的 に は そ れ ら384個 の方 陣 の作 り方 を彼 は知 って い た と思 わ れ る。 ま た

彼 は そ の 中 の24個 を例 と して 図 示 す る。 しか し残念 な が らそ れ に 関す る 出版 本 の図 は

信 用 で きな い の で この リス トに は 含 め な か った 。[林1986:xii-xiv]参 照 。 彼 の も

っ と も好 きな4方 陣 はL(4,34,2)で あ る が,こ れ も汎 対角 線 方 陣 で あ る。

(4,18,1): ヴ ァラー ハ ミヒ ラ:〈L(4,34,6)又 は(4,34,7)又 は(4,34,14)又

は(4,34,15)で,9～16の 各 数 か ら8を 引 い て作 った もの か?〉,

香料 を作 る原 料 の比 率 を 示 す た め。

(4,20,1): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,解 毒 の 護符 。

4・7.4節 参 照 。

(4,28,1): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,穀 物 を 害 虫 か ら守 る護

符 。

4.7.　4節 参 照 。

(4,32,1): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,お 産 の護 符 。

4.7.4節 参 照 。

(4,34,1): ラグ ナ ンダ ナ:旅 行 者 の護 符 。

4.7.4節 参 照 。
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　2434く ナー ラー ヤ ナ:チ ャ トラ ンガ 法,偶 々方 陣 の基 本 パ ター ン,[林

1986:xii]0

4.2.1.2;4.　 4.2.　3節 参 照 。

(4,34,3): ナ ー ラ ー ヤ ナ:チ ャ ト ラ ンガ 法,[林 　 1986:xii]。

4.2.1.2節 参 照 。

(4,34,4): モス コプ ロ ス:偶 々方 陣の 基 本 パ タ ー ン。

L(4,34,12)の 左 右 裏 返 し。

4.4.2.1節 参 照 。

(4,34,5): モ ス コプ ロ ス:対 角線 法 。

L(4,34,10)の 左 右 裏 返 し。

4・4・1・2節参 照 。

(4,34,6): ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラ(?)

L(4,18,1)か ら復 元 。L(4,34,7),(4,34,14),(4,34,15)参 照 。

(4,34,7): ヴ ァ ラー ハ ミ ヒ ラ(?)

L(4,18,1)か ら復 元 。L(4,34,6),(4,34,14),(4,34,15)参 照 。

(4,34,8): 楊輝:〈 対 角 線 変換+分 割 移 動?〉 。

4.2.2節 参 照 。

(4,34,9): 楊 輝:対 角 線 変 換法;程 大 位:同 前 。

4.2.2節 参 照 。
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(4,34,10):

(4,34,11):

イ フ ワ ー ン ・ア ッ ー サ フ ァ ー:〈 対 角 線 法 〉,[HERMELINK:1958

207];ブ ー ニ ー:[AHRENs　 1922:1671;ア グ リ ッパ:木 星 方 陣,

[FoLKERTs　 l　981:323-326];カ ル ダ ー ノ:水 星 方 陣,[FoLKERTs

l981:325-32610

1・(4,34,5)参 照 。4.4.1.2節 参 照 。

カ ジ ュ ラ ホ+ド ゥ ダ イ:[林 　 1986:iii-iv]。

L(4,34,12)と 同 パ タ ー ン。

(4,34,12):

(4,34,13):

ブ ー ニ ー:プ ラ ト ン に 帰 す,[AHRENs　 l　922:164]十[BERGsTRA-

ssER　 1923:228];ジ ン ジ ャ ー ニ ー:チ ャ ト ラ ン ガ 法,[SEslANo

l981:258]o

L(4,34,15)を 左 に90度 回 転 。

L(4,34,4)参 照 。4.2.1.1節 参 照 。

ブ ー ニ ー:枠 囲 い 法 の 核,[CARRA・DE・VAIIx　 1948:207]。

4.6,1.1節 参 照 。

(4,34,14): ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラ(?)

L(4,18,1)か ら 復 元 。L(4,　 34,6),(4,　 34,7),(4,34,15)参 照 。

(4,34,15): ヴ ァ ラ ー ハ ミ ヒ ラ(?)

L(4,18,1)か ら 復 元 。L(4,34,6),(4,34,7),(4,34,14)参 照 。

(4,34,16): ペ ー ノレー0

4.2.3節 参 照 。

(4,34,17): ペ ール ー:偶 々方 陣 の基 本 パ ター ン。

4.4.2.2節 参照 。
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(4,34,18): リー ス:対 角 線 変 換 法,[FOLKERTs　 l981:335]。

4.2.2節 参 照 。

(4,34,19): ピカ トリクス+パ チオ リ+デ ュ ー ラ ー+パ ラケ ル ス ス:木 星 方

陣,[FoLKERTS　 1981:316-326]。

L(4,34,18)の 第2列 と第3列 の入 れ 替 え 。

(4,34,20): シ ュテ ィフ ェル:枠 囲 い法 の 核,[HoFMANN　 l968a:13-14J。

L(4,34,19)の 第2行 と第3行 の入 れ替 え 。

4・6.3.1節 参 照 。

(4,34,21): グ ワ リオ ア 。

(4,40,1): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:x五ii]。

4.7.3.1節 参 照 。

(4,40,2): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiv]。

4.7.3.2.2節 参 照 。

(4,40,3): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiv]。

4.7.3.2.1節 参 照 。

(4,40,4): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林'1986:xiv]。

4.7.3.2・1節 参 照 。
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(4,40,5): ナ ー ラー ヤ ナ:重 ね合 わせ 法,[林1986:xviii]。

4・4.3節 参照 。

(4,40,6): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiii]。

4・7・3・1節 参 照 。

(4,40,7): ナ ー ラー ヤ ナ:重 ね合 わ せ 法,[林 　1986:xviii]。

4.4.3節 参 照 。

(4,40,8): ナ ー ラー ヤ ナ:重 ね合 わせ 法,[林1986:xviii】 。

4.4.3節 参照 。

(4,40,9): ナ ー ラー ヤナ:重 ね合 わ せ法,[林 　 1986:xviiil。

4.4.3節 参照 。

(4,50,1): ラ グナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,悪 霊 を 払 う護符 。

4.7.4節 参 照o

(4,53,1): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:Abmad=・1,8,40,4,の 方 陣,【SEslANo　 1981:

263]。

4.7,2.1節 参 照 。

(4,62,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,耳amid=8十40十10十4

=62
,の 方 陣,[AHRENs　 l922:174]。

4.7.1.1節 参 照 。
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(4,64,1): ナ ー ラー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiii]。

4.7.3.1節 参 照 。

(4,64,2): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,戦 場 で の 護符 。

4.7.4節 参 照 。

(4,64,3): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiv]。

4.7.3.2。1節 参 照 。

(4,64,4): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiii]。

4・7.3.1節 参 照 。

(4,64,5): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,　 34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiv]。

4.7.3.2.1節 参 照 。

(4,64,6): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林1986:xiv]。

4.7.3.2.1節 参 照 。

＼

(4,64,7): ナ ー ラー ヤナ:重 ね 合 わ せ 法,[林 　 1986:xviii]。

4.4.　3節 参 照 。

(4,64,8): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林 　 1986:xiii]。

4.7.3.1節 参 照 。
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(4,64,g): ナ ー ラー ヤ ナ:重 ね 合 わ せ 法,[林 　1986:xviii]。

4.4.3節 参 照 。

(4,66,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,Allah　 =1十30十30十5=

66,の 方 陣,[AHRENs　 1922:162]。

4.7.1.1節 参 照 。

(4,72,1): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,子 供 を 授 け る護符 。

4.7.4節 参 照 。

(4,80,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,15)の パ タ ー ン〉,Hasib・ ・8,60,10,2,の 方

陣,[ScHusTER　 l972:47]0

4.7.2.1節 参 照 。

(4,84,1): ラグ ナ ンダ ナ:L(4,34,1)の パ タ ー ン,泣 く子 を宥 め る護 符 。

4.7.4節 参 照 。

(4,86,1): ブ ー ニ ー:〈Badi`　 =2,4,10,70,の 方 陣 〉,[AHzENs　 1922:168]。

(4,88,1): ブ ー ニ ー:<L(4,34,12)の パ タ ー ン,al-Majid=1十30,40,3+

10,4,の 方 陣 〉,[AHru!Ns　 l922:177]。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,94,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,[AHRENs　 1922:172]。

4.7.1.1節 参 照 。
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(4,100,1): ラ グナ ンダ ナ:L(4,　 34,1)の パ タ ー ン,子 供 を亡 く した 母 親 の

護 符 。

4.7.4節 参 照 。

(4,100,2): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林1986:xvii]。

4.7.3.3節 参 照 。

(4,100,3): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林1986:xvii]。

4・7.3・3節 参 照 。

(4,100,4):
`ナー ガー ル ジ ュナ':邪 鬼 や 悪 人 ・盗 賊等 を 払 う た め の 護符 ,

[GooNETILLEKE　 l882:84]。

(4,104,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,10)の パ タ ー ン〉,`Adl・-70+4十30-104,

の 方 陣,[ScHusTER　 1972:64]。

4.7.1.1節 参 照 。

(4,110,1): ジ ン ジ ャー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,`Ali=70十30十10=

110,の 方 陣,[SEsl・YNo　 l981:264]。

4.7.2.2節 参 照 。

(4,110,2): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,`Ali=70十30十10=

110,の 方 陣,[SEslANo　 l981:264]。

4.7・・2.2節 参 照 。

(4,110,3): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,`Ali　 ==　70十30十10=

110,の 方 陣,[SEslANo　 1981:264]。

4.7.2。2節 参 照 。
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(4,110,4): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,`Ali=70十30十10　 一=

110,の 方 陣,[SEslANo　 1981:　 264]。

4.7.2.2節 参 照 。

(4,1ユ3,1): ブ ー ニ ー:Baqi　 ==　2,ユ,100,10,の 方 陣(?),[AHRENs　 1922:

168J。

(4,119,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,al一 耳alim・=1十30,8,30,

10+40,の 方 陣,[ScHusTER　 1972:47]。

4・7・2・1節 参 照 。

(4,120,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,　 34,　12)の パ タ ー ン〉,　 `Aliy　・=　70十30十10十10

-120
,の 方 陣,[ScHusTER　 l972:64]。

4.7.2.2宵1〒 徐 昭_

(4,125,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,　 12)の パ タ ー ン〉,al-`Aziz=1十30,70,7,

10+7,の 方 陣,[ScHusTER　 1972:33]。

4・7・・2・1節 参 照 。

(4,145,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,mhymn　 ・=　40+5,　 10,40,

50,の 方 陣(?),[AHRENs　 I922:164]。

L(5,145,1)参 照 。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,170,1): マ ーナ デ ー ヴ ァ ・ス ー リ:ジ ャ イナ教 讃 歌,[KAPADIA　 1934:

150]。

〈L(4,34,1)を 右 に90度 回転 し,上 二 行 と下二 行 を 入 れ 替 え,

各 数 を5倍 す る と得 られ る。〉

(4,213,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,　 Biri'=2十1十200十10

=213
,の 方 陣,[SCHUSTER　 1972:　 64]。

4.7。2.2節 参 照 。
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(4,302,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,BaSlr=2,　 90,10,200,の

方 陣,[SCHUSER　 1972:33]。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,306,1): ナ ー ラー ヤナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,放 射 状 陣 に使 用,1林

1986:xxxii]o

放 射状 陣 か ら復 元 。

4.7.3,1節 参照 。

(4,315,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,　 12)の パ タ ー ン〉,　 Razz5q　 ・=　200,7+7,

1,100,の 方 陣,[ScHusTER　 l972:45]。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,353,1): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ンJa`far=3.　 70,80,200,

の 方 陣,[SEs1ANo　 l981:2621。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,483,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,12)の パ タ ー ン〉,[AHRENs　 l922:164】 。

4.7.2,1節 参 照 。

(4,731,1): ブ ー ニ ー:〈1.(4,34,15)の パ タ ー ン〉,KhEliq　 =一　600,1,30,100,

の 方 陣,[ScHusTER　 l972:45]。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,998,1): ブ ー ニ ー:〈L(4,34,15)の パ タ ー ン〉,　 耳af珍=8,80,10,900,

の 方 陣,[AHnVNS　 l922:167]。

4.7.2.1節 参 照 。

(4,1239,1): ジ ン ジ ャー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,tghrl　 ・一　9,1000,

200,30,の 方 陣,[SEslANo　 1981:262]。

4.7.2.1節 参 照 。
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(4,1239,2): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:L(4,34,12)の パ タ ー ン,tghr1　 ・=9,1000,

200,30,の 方 陣,[SEs・ANo　 l981:262]。

4.7,2。1節 参 照 。

5.3.5方 陣

(5,60,1): ス トウ写 本:〈 桂 馬 跳 び斜 行 法 〉。

中央 ブ ラ ン ク。

4,3.1.3;4.7,3.3節 参照 。

(5,65,1): 楊 輝:〈 枠 囲 い法?〉 。

4.6節 参 照 。

L(5,65,3)参 照 。

(5,65,2): ハ イ サ ム:内 蔵 式 斜 行 法 。

4.3.1.1節 参照 。

(5,65,3): (→73)　 程大位:[三 上　1917:7]。

　　　　　不完全(著 者 自信,不 完全な ることを明記する)。

　　　　　第一行の5,25と 第五行の1,21を 互換すればL(5,

　　　　　65,1)と なる。

(5,65,4): ブ ーニ ー:枠 囲 い法,[CARRA・DE　 VAux　 1948:209]。

ブー ニ ー の与 え る一般 作 法 か ら復 元 。

4.6.1.2節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(5,65,5): モス コプ ロス:桂 馬 跳 び 斜 行 法 。

4.3.1,3節 参 照 。

(5,65,6): モ ス コプ ロス:単 純 斜 行 法;フ ラ ンク フ ル ト写 本:雛 段式

斜 行法;ヴ ァチ カ ン 写 本+ア グ リ ッパ:火 星方 陣;カ ル ダ

ー ノ:金 星 方 陣;リ ース:単 純 斜 行 法 。

4.3.1.2;4.3.1.5節 参 照 。

(5,65,7): ピカ トリクス+パ チ オ リ+パ ラ ケ ル ス ス:〈 重 ね 合 わせ 法

?〉,火 星 方 陣 。

L(7,238,2)参 照 。

(5,65,8): ブ ーニ ー:〈 桂 馬 跳 び斜 行法 〉,[HFRMELINK　 1959:352]。

(5,65,9): イ フ ワ ー ン ・ア ッ ー サ フ ァ ー:〈 対 角 線 変 換 法 の 応 用?〉,

[HERMELINK　 　l　958:208-209;1959:351-352]0

4.2.2節 参 照 。

(5,65,10): ブ ー ニ ー:〈 桂馬 跳 び斜 行 法〉,[HERMELINK　 l958:209]。

4.3.1.3節 参 照 。
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(5,66,1): ブ ー ニ ー:〈 桂 馬 跳 び 斜 行 法 〉,Al15h・ ・一・66,の 方 陣,

[ScHus　 MR　 　1972:65]0

4.3.1.3;4.7.　 3.2節 参 照 。

(5,90,1): ナ ー ラ ー ヤ ナ:斜 行 法,[林1986:xxvii]。

4.3.1.2.2;4.7.　 3.2.ユ 節 参 照 。

(5,90,2): ナー ラー ヤ ナ:重 ね合 わ せ 法,[林 　1986:xxvi]。

4.3.2節 参 照 。

(5,105,1): 楊輝:〈 疑 似 的洛 書 のパ タ ー ン〉。

L(3,15,5)参 照 。

(5,145,1): ブ ー ニ ー:〈 桂 馬 跳 び 斜 行 法 〉,[AHRUi・NS　 l922:164]。

L(4,145,1)参 照 。

4.3.1.3;4.7.3.2節 参 照 。

(5,150,1): ブ ー 屯 一:〈 枠 囲 い 法 〉,[HERMELINK　 1958:210]。

4.6.1.2;4.7.1.1節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(5,205,1): ブ ー ニ ー:〈 桂 馬 跳 び 斜 行 法 〉,[ScHusTER　 1972:65]。

4.3・1.3;4.・7.3.2節 参 照 。

(5,260,1): ナー ラー ヤ ナ:〈 単純 斜 行 法 〉,放 射状 陣 に使 用,[林1986:

xxxii]。

放 射状 陣か ら復 元 。

4.3.1.2.2;4.7.3.1節 参 照 。

(5,299,1): ブ ー ニ ー:〈 桂 馬 跳 び 斜 行 法 〉,Rahmin=200,8,　 40,1,50,

の 方 陣,【ScHusTER　 1972:54]。

4,3.1.3;4.7.　 3.　2節 参 照 。

(5,536,1): ブ ー ニ ー(?):〈 斜 行 法?〉,Lahuta`ala-30+5,400,70,1,

30,の 方 陣,[HERM肌INK　 1959:353-354]。

右 上 が りの 対角 線 不 成 立(/-180)。

一 行 目の み を も とにHermelinkが 斜 行 法 に よ り復 元 。

(5,744,1): ブ ー ニ ー:〈 桂 馬 跳 び 斜 行 法 〉,Muqtadir=40,100,400,　 4,

200,の 方 陣,[HERMELrNK　 l95g:353]。

5.4.　 6　 方 　 陣

(6,111,1): ピカ トリクス+パ オ ロ+パ チ オ リ:〈 対 角 線 法 の 応 用

?〉,太 陽 方 陣,[FoLKERTs　 1981:316-327]。

4.4.1.2節 参照 。
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(6,111,2): ペー ル ー:〈 対 角 線 法 の応 用?〉 。

4.4.1.2節 参 照 。

(6,111,3): ナ ー ラ ー ヤ ナ:ジ グ ザ グ 法,[林1986:xxii】 。

4.5.2節 参 照 。

(6,111,4): 楊 輝:〈 洛 書 の パ タ ー ン〉。

L(3,15,5)参 照 。

(6,111,5): ブ ー ニ ー:〈 対 角 線 法 の 応 用?〉,　 [HERM肌INK　 l958:

212];ア グ リ ッパ 十 カ ル ダ ー ノ+パ ラ ケ ル ス ス ニ太 陽

方 陣,[FoLKERTs　 l　981:323-327];リ ー ス:「FoLKERTs

1981:336]0

4.4・1・2節 参 照 。

(6,111,6): イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァ ー:〈 枠 囲 い 法+分 割 移 動?〉,

[HERMELINK　 1958:210]。

4.6.2.1.1節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(6,111,7): 楊 輝:〈 洛 書 の パ タ ー ン〉。

L(3,15,5)参 照 。

(6,111,8): ブ ー ニ ー:枠 囲い 法,[CARM　 DE　VAux　 1948:207]6

ブ ー ニー の 与 え る一 般 作 法 か ら復 元 。

4.6.1.1節 参 照 。

(6,111,9): 程大位 。

(6,111,10) 西安:〈 枠 囲 い法 〉。

4.6.2.1.1節 参 照 。

(6,111,11): ブ ー ニ ー　:「ScHusTER　 　1972:74]o
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(6,111,12): シ ュ テ ィ フ ェ ル:枠 囲 い 法,[HoFMANN　 1968a:13]。

4.6.3.1節 参 照 。

(6,111,13): ナー ラー ヤ ナ:対 角線 等 変 換 法,[林 　1986:xxiii]。

4.5.3節 参照 。

(6,132,1): 　 　 　 　 　 ナ ー ラ ー ヤ ナ:ジ グ ザ グ法,　 [林 　1986:

　 　 　 　 　 xxii]　.

　 　 　 　 　 不 完 全(16→15,28→29の 変換 で 方 陣 と(
→131)

　 　 　 　 　 な る)。(
→133)　 　 　 　 　

4.5.2;4.7,　 3.　2.1節 参照 。

(6,333,1): ナー ラー ヤ ナ:〈 ジ グ ザ グ法〉,放 射 状 陣 に使 用,[林

1986:xxxii]0

4.5.2;4.7.3.1節 参 照 。

5.5.7方 陣

(7,175,1): ピカ ト リクス+パ チ オ リ:〈 斜 行法 〉,金 星 方 陣,

[FoLKERTs　 1981:316-32710

4.3.1節 参照 。
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林　 方陣の歴史

(7,175,2): 楊 輝:〈 疑 似 的洛 書 のパ タ ー ン〉。

L(3,15,5)参 照 。

(7,175,3): ジ ン ジ ャ ー ニ ー:枠 囲 い 法,　 [SESIANO　 1981:

253]。

4.6.2.2節 参 照 。

(7,175,4): モ ス コ プ ロス:単 純 斜 行 法 ∫ア グ リ ッパ+パ ラケ

ル ス ス:金 星方 陣,[FoLKERTs　 1981:323-327];

カ ル ダ ー ノ:火 星 方 陣,[FOLKERTS　 1981:324-

327];リ ー ス:単 純 斜 行 法,　 [FoLKERTs　 I981:

336]。

4.3.1.2.1節 参照 。

(7,175,5); ス トウ写 本:単 純 斜 行 法 。

4.3.1.2.3節 参照 。
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(7,175,6): モ ス コプ ロス:桂 馬 跳 び 斜 行 法 。

4.3.1.3節 参 照 。

(7,175,7): 楊輝+程 大位:〈 枠囲い法の変形?〉 。

4.・6節参照。

(7,175,8): イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァ ー:〈 枠 囲 い 法 〉,

[HERMEuNK　 l958:213]。

4・6・・2・2節 参 照 。

(7,238,1): ナ ー ラー ヤナ:単 純斜 行 法,「 林1986:xxv司 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヒ

4.3.1.2.2節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(7,238,2): ナ ー ラー ヤ ナ:重 ね 合 わせ 法,[林1986:xxvi】 。

4.3.2節 参照 。

5.6.8方 陣

(8,260,1): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ タ ー ン,[林

1986:xx]0

4・4.2.3節 参 照 。

(8,260,2): モ ス コ プ ロ ス:L(4,34,4)の パ タ ー ン。

4・4・2.1節 参 照 。

(8,260,3): ピカ ト リク ス+パ チ オ リ:〈 対 角 線法 の応 用

?〉,　 [FoLlくERTs　　1981:316-327]o

L(8,260,6)に 類似 。

4.4.1.2節 参 照 。
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(8,260,4): フ ァ テ ィ ヒ写 本:対 角 線 法 ∫ア グ リ ッパ+パ

ラ ケ ル ス ス:水 星 方 陣,　 [FOLKERTS　 l981:

323-327];カ ル ダ ー ノ:木 星 方 陣,[FOLwaRTs

1981:324-327];リ ー ス:[FoLKER　 r's　l981:

336]。

4.4.1.2節 参 照 。

(8,260,5): イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァ ー 　 [HERMELINK

l958:214]o

(8,260,6): イ ス フ ァ ラー イ ニ ー:対 角 線 ブ ロ ック変 換

法 。

イ ス フ ァ ラー イ ニ ー の与 え る一般 規 則 か ら

復 元 。

4.4.1.1節 参 照 。

(8,260,7): ナー ラー ヤ ナ:重 ね合 わ せ 法,　 [林　 1986:

xix】。

4.4.3節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(8,260,8): 楊輝。

(8,260,9): 楊輝+程 大位 。

(8,260,10): ペ ー ル ー:L(4,34,17)の パ タ ー ン 。

4.4.2.2節 参 照 。

(8,400,1): ナ ー ラ ー ヤ ナ:L(4,34,2)の パ

タ ー ン,[林1986:xx]。

4.4.2.3;4.7.　 3.1節 参 照 。
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(8,400,2): ナー ラー ヤ ナ:重 ね合 わせ 法,[林1986:xx]。

4。4.3節 参 照 。

5.7.9方 陣

(9,369,1): シ ュ テ ィ フ ェ ル;枠 囲 い 法,[HOFMANN

l968a:13]0

4.6.3.2節 参 照 。

(9,369,2): ブ ー ニ ー:枠 囲 い 法,「CARM　 DE　 VAux

1948:21110

4.6.1.2節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(9,369,3): 丁 易 東+楊 輝+程 大位:〈 洛 書 の パ タ ー

ン>q

L(3,15,5)参 照 。

(9,369,4): ペ ー ルー:斜 行 法 。

ペ ー ルー の 与 え る規 則 か ら復 元 。

4.3.1.4節 参照 。

(9,369,5): モ ス コ プ ロス:単 純 斜 行 法;ピ カ ト リク

ス+パ オ ロ十パ チ オ リ+ア グ リ ッパ 十パ

ラケ ル ス ス:月 方 陣,[FOLKERTs　 l981:

316-328];　 カル ダ ー ノ:土 星 方 陣,

[FoLKERTs　 l981:324-328];リ ー ス:

単純 斜 行 法,[FoLKERTs　 l981:336]。

4.3.1.2,1節 参 照 。

1
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(9,369,6)° イ フ ワ ー ン ・ア ッ=サ フ ァー:

[HERMELINK　 1958:214]。

5.8.10方 陣

(10,505,1): 楊輝+程 大 位 。

対 角 線 不成 立(＼ 一・・470;/-540)。

(10,505,2): ナ ー ラ ー ヤ ナ:ジ グ ザ グ 法,[林

1986:xxiii]0

4・5.2節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(10,505,3): ブ ー ニ ー:枠 囲 い 法,[GARRA　 DE

VAux　 1948:210]。

4.6.1.1節 参 照 。

(10,505,4): ハ イ サ ム:疑 似 的対 角 線 ブ ロ ック

変 換 法,[SEslANo　 1980:194-195]。

ハ イサ ム の与 え る 規 則 か ら復 元 。

4。5.1節 参 照 。

(10,505,5): ナ ー ラ ー ヤ ナ:対 角 線 等 変換 法,

正林1986:xxiii]。

4.　5.　3節 参 照 。
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5.9.11方 陣 等

(11,671,1):
リー ス:単 純 斜 行 法,[FOL細RTS

1981;336]0

4.3。1。2.1節 参 照 。

(12,870,1)二 ジ ン ジ ャ ー ニ ー:枠 囲 い 法,

[SEslANo　 　1981:259]0

4.6.2.1節 参 照 。
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林　 方陣の歴史

(14,1397,1):

ナ ー ラー ヤ ナ:ジ グザ グ法,[林 　 1986:xxiii]。

4.5.2節 参 照 。

(16,2056,1):

シ ュ テ ィ フ ェ ル:枠 囲 い 法,[HOFMANN　 1968a:14]。

4.　6.3.　 1節 参 照 。
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