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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。
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●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！

い
う
関
係
だ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
か
ら
、
9
月
26
日
号
の
武
四

郎
さ
ん
の
手
紙
の
最
初
に
「
ス
ジ
コ

の
件
」
と
用
件
が
書
い
て
あ
る
、
と

記
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と

は
時
候
の
挨
拶
か
ら
ち
ゃ
ん
と
始

ま
っ
て
い
る
手
紙
な
の
で
す
。
昔
の

手
紙
は
最
後
の
部
分
が
最
初
の
余
白

や
上
部
に
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
が
偶
然
今
の
メ
ー
ル
の
よ

う
に
見
え
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
言
葉
足
ら
ず
で
誤
解
を
招
く
よ

う
な
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
こ
と
、
重
ね
重
ね
お
詫
び
し
訂
正

で
、
こ
ん
な
風
に
亡
く
な
っ
た
人
を

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
お
墓
を
造
っ
て

し
ま
う
そ
の
創
意
工
夫
に
は
感
心
さ

せ
ら
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
す
。

　
さ
て
、
最
終
回
な
の
で
、
今
ま
で

の
記
事
の
中
で
、
そ
の
後
、
誤
り
に

気
付
き
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
お
詫わ

び
と
訂
正
で
す
。

　
9
月
19
日
号
に
お
い
て
、
武
四
郎

さ
ん
を
絵
師
国く

に

芳よ
し

に
紹
介
し
た
の
は

国
芳
の
師
匠
で
も
あ
っ
た
柴し

ば

田た

是ぜ

真し
ん

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
書
き
ま
し
た

が
、
当
時
〈
柴

田
収し

ゅ
う

蔵ぞ
う

〉
と
い

う
天て

ん

文も
ん

方が
た

に
勤

め
て
い
る
人
が

関
係
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
こ
の

天
文
方
の
柴
田

さ
ん
と
武
四
郎

さ
ん
が
、
ど
う

　
こ
の
連
載
も
最
終
回
を
迎
え
ま
し

た
の
で
、
最
後
に
松
浦
武
四
郎
さ
ん

が
残
し
た
お
墓
に
つ
い
て
書
い
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
晩
年
の
武
四
郎
さ
ん

は
秘
境
と
い
わ
れ
る
大お

お

台だ
い

ヶが

原は
ら

に
三

回
も
登
っ
て
、
自
身
の
立
派
な
お
墓

を
建こ

ん

立り
ゅ
う

し
ま
し
た
。で
も
…
…
結
局
、

遺
骨
は
そ
こ
に
は
埋
葬
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
東
京
の
今い

ま

戸ど

に
あ
る
称し

ょ
う

福ふ
く

寺じ

に
遺
族
の
手
に
よ
っ
て
新
た
に
墓

が
建
立
さ
れ
、
現
在
は
駒こ

ま

込ご
め

の
染そ

め

井い

霊れ
い

園え
ん

に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
染
井
霊
園
の
墓
所
に
は
、
武

四
郎
さ
ん
の
た
っ
た
一
人
の
娘
、
一い

志し

の
墓
も
あ
り
ま
す
。〈
な
む
あ
み

だ
ぶ
つ
〉
と
幼お

さ
な

子ご

の
文
字
が
墓
標
に

は
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
娘
の

手
習
い
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
墓
石
に

刻
ん
だ
も
の
で
す
。
こ
の
墓
石
の
文

字
を
見
て
い
る
と
、
幼
い
娘
を
亡
く

し
た
親
心
が
痛
い
ほ
ど
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
一
方

最
後
に
…
…

い
た
し
ま
す
。

　
武
四
郎
さ
ん
は
、
そ
の
小
さ
な
体

で
大
き
な
業
績
を
残
し
ま
し
た
が
、

そ
の
膨
大
な
作
業
を
こ
な
す
姿
は
、

ど
こ
か
楽
し
げ
に
も
見
え
ま
す
。
好

き
な
こ
と
に
没ぼ

っ

頭と
う

し
て
い
る
と
人
は

思
い
が
け
な
い
力
を
発
揮
す
る
の
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
た
自
分
に
し
か
で

き
な
い
こ
と
…
…
一
人
一
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
一
筋
の
道
を
見
つ
け
る
こ
と

の
大
切
さ
を
、
武
四
郎
さ
ん
は
常
々

語
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
こ
の
〈
熱
き
奇
人
〉
に

ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
学
ぶ
こ
と
が
あ

り
そ
う
で
す
。

▲「なむあみだぶつ」の文字が刻まれた一志の墓標

●毎月第四週は、
　松浦武四郎のコレクション
　についてご紹介します


