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監修・松浦武四郎記念館

松
まつ

浦
うら

武
たけ

四
し

郎
ろう

（1818 ～ 1888）
三重県松阪市出身。幕末から明治にかけ
ての探検家、著述家、蒐集家。蝦夷地（今
の北海道）を 6度にわたり探査し、ア
イヌの人々と交流を深め、蝦夷地の詳細
な記録や地図を作成した。維新後、蝦夷
地に代わる新たな名称として〈北海道〉
のもととなる〈北加伊道〉を含む 6案
を政府に提案したことから〈北海道の名
付け親〉と称される。

●毎月第二週は、
　松浦武四郎と北海道に
　ついてご紹介します

第45号

　
市
助
は
毎
日
毎
日
、
宿
の
こ
と
、

天
候
、
道
中
で
見
聞
き
し
た
珍
し
い

話
な
ど
を
熱
心
に
記
録
し
ま
し
た
。

そ
の
姿
は
今
、
私
た
ち
か
ら
見
る
と

ま
る
で
武
四
郎
さ
ん
そ
っ
く
り
で
す
。

　
武
四
郎
さ
ん
は
、
こ
の
愛
ら
し
い

少
年
を
前
箱
館
奉
行
の
村む

ら

垣が
き

淡あ
わ

路じ
の

守か
み

範の
り

正ま
さ

に
預
け
ま
し
た
。
そ
の
数
年
後

の
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
、
村
垣

は
遣
米
使
節
団
の
副
使
と
し
て
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
ま
す
。
こ
の
使
節
団
で
、

一
番
人
気
が
あ
っ
た
の
が
ト
ミ
ー
と

人
画
な
ど
を
見
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
、

赴ふ

任に
ん

し
て
き
た
役
人
の
奥
さ
ん
の
顔

を
見
て
み
た
ら
、
南な

ん

部ぶ

や
津つ

軽が
る

か
ら

来
る
〈
昆
布
取
り
の
女
〉
と
た
い
し

て
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
…
…
と
、

市
助
は
少
年
ら
し
い
正
直
な
感
想
を

述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
や
っ
て

来
た
武
四
郎
さ
ん
に
、
江
戸
に
戻
る

時
、
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
な
い
で

し
ょ
う
か
、
と
懇こ

ん

願が
ん

す
る
の
で
し
た
。

〈
江
戸
〉
と
い
う
と
こ
ろ
を
こ
の
目
で

見
て
み
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
和

人
の
言
葉
を
稽け

い

古こ

し
て
習
得
し
た
り
、

「
こ
の
寒
い
土
地
で
和
人
の
よ
う
に
月さ

か

代や
き

を
剃そ

っ
て
冷
た
い
思
い
」
を
し
た

り
し
て
い
る
の
も
、
江
戸
へ
行
っ
て

み
た
い
か
ら
だ
と
い
う
少
年
の
言
葉

に
、
武
四
郎
さ
ん
も
「
至し

極ご
く

も
っ
と

も
な
理
屈
だ
」
と
感
心
し
て
、
箱は

こ

館だ
て

奉
行
の
許
し
を
得
て
そ
の
年
の
冬
、

江
戸
に
戻
る
時
に
市
助
を
伴
っ
た
の

で
し
た
。

　
松
浦
武
四
郎
さ
ん
が
幕
府
の
御お

雇や
と
い

と
し
て
蝦え

夷ぞ

地ち

の
探
査
を
し
て
い
た

時
、
虻あ

ぶ

田た

と
い
う
と
こ
ろ
で
市
助
と

い
う
名
の
少
年
と
出
会
い
ま
し
た
。

　
市
助
の
本
当
の
名
前
は
エ
カ
シ
ハ

シ
ユ
イ
。
ア
イ
ヌ
の
少
年
で
し
た
。

父
親
は
早
死
に
し
て
、
兄
と
姉
、
そ

し
て
妹
が
い
た
エ
カ
シ
ハ
シ
ユ
イ
は
、

落
合
と
い
う
和わ

人じ
ん

の
家
に
行
っ
て
自

ら
〈
市
助
〉
と
名
乗
り
和
人
の
風
俗

に
改
め
、
和
人
の
言
葉
を
学
ん
だ
と

い
い
ま
す
。
文
字
を
持
た
な
い
ア
イ

ヌ
の
少
年
は
、古
い
お
膳ぜ

ん

に
砂
を
盛
っ

て
、
そ
こ
に
イ
ロ
ハ
を
箸は

し

で
書
い
て

勉
強
し
ま
し
た
。
わ
ず
か
一
年
足
ら

ず
で
読
み
書
き
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
市
助

は
江
戸
の
絵
図
を
見
て
は
、「
こ
ん
な

に
賑に

ぎ

や
か
な
と
こ
ろ
が
本
当
に
あ
る

の
か
な
」
と
訝い

ぶ
か

し
が
っ
て
い
ま
し
た
。

「
江
戸
の
女
は
美
し
い
」
と
錦に

し
き

絵え

の
美

市い

ち

助す

け

少
年

2019 年（平成 31 年）2 月 13 日（水）
発行・松阪市

呼
ば
れ
た
立た

て

石い
し

斧お
の

次じ

郎ろ
う

と
い
う
十
六

歳
の
少
年
で
し
た
（
本
名
が
為
八
な

の
で
、
タ
メ
＝
ト
ミ
ー
）。
い
つ
の
時

代
も
無む

垢く

で
柔
軟
な
少
年
は
新
し
い

世
界
と
の
架
け
橋
に
な
る
よ
う
で
す
。

　
立
石
斧
次
郎
は
明
治
時
代
に
な
っ

て
「
世
界
を
知
り
す
ぎ
た
男
」
と
し

て
い
ろ
い
ろ
苦
労
を
し
ま
す
が
、
さ

て
、「
江
戸
を
見
た
」
ア
イ
ヌ
の
少
年

は
、
そ
の
後
ど
ん
な
人
生
を
送
っ
た

の
か
、
今
は
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ

ん
。

▲攘夷屛風（左隻の裏面）江戸後期〜明治期
左の仮名書きは、市助の書いた文字ではあり
ませんが、網走場所に住むアイヌの少年、栄
助の手習いの文字といわれています。
（松浦武四郎記念館蔵）

▲拡大図

●松浦武四郎を主人公とした小説『がいなもん 松浦武四郎一代』（河治和香著）が、小学館より好評発売中！


